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. 
1
 
九
 
〇
 
五
 
年
 
 

< 

ブ
 

ラ
 

ン
 

ド
 

北
歐
の
 

一
 孤
客
 
イ
ブ
 
セ
 
ン
、
 
あ
る
 
夜
 羅
馬
を
 
逍
遙
し
て
 

サ
 
ン
，
ビ
 

ヱ ト 
a 寺

院
の
 
前
 を
 過
り
、
 
そ
の
 
大
 伽
藍
の
 
居
然
お
^
 
を
^
し
て
 

ぎ 
さ
き
 
 

ァ 
レキ
サ 

.V 
タ.
 

I 

聳
 ゆ
る
 
を
 見
、
 
ァ
 リ
ツ
 
キ
ヤ
の
 
竄
 居
に
 
歸
る
 
や
、
 
マ
セ
 
ド
ニ
 
ャ
王
 
フ
ィ
リ
ッ
プ
 

の
 后
が
、
 
龍
 化
せ
る
 
ジ
 
ュ
ビ
タ
 

ー 
を
 抱
く
 
と
 夢
み
 
て
^
 

山
 

大
王
 
を
 孕
み
し
 
如
く
、
 

こ
の
 
大
劇
曲
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

を
 産
み
出
し
た
 
り
と
 
世
は
傳
 
ふ
。
 
時
 は
 千
 八
 

六
 卜
 
五
 年
、
 
^
は
い
 m
 は
。
 

- 

國
。
 
節
 は
 盛
夏
、
 
居
 は
 逆
旅
。
 
試
み
に
 
こ
の
 

一 卷
を
繙
 
き
 行
き
、
 

マ ー 
ト
ル
、
 
潆
薈
の
 
花
香
む
 
せ
ぶ
 
ば
か
り
な
る
^
：
:
:
 

S: ト、 
無
 花
 

あんえい 

橄
欖
 
の
濶
葉
 
暦
々
 
の
 紫
 影
を
投
 
ぐ
る
 
窓
邊
 
に
、
 
鐵
 筆
を
呵
 
し
て
、
 

フ 
3
1
 
ド
の
 
暗
篛
、
 
雪
山
の
 
頹
^
 
を
 描
き
、
 
現
代
の
 
文
 叫
に
，
 H
 

つ
て
 
峻
絕
烈
 
絶
な
る
 
疑
惧
と
 
批
判
と
 
を
 投
じ
た
 
る
^
 
者
の
 
風
貌
 
を
 想
 兌
し
 
來
れ
 
ば
、
 
意
味
 
深
き
 

一
 幅
の
^
 
H
 を
^
;
 
き
 は
る
の
 
感
な
き
 

に
あ
ら
 
す
 
や
。
 
我
等
 
は
 
一
 暦
精
邃
 
な
る
 
凝
視
の
 
力
 
を
 有
せ
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 
我
等
が
 
稱
 し
て
 
平
板
^
 
調
 他
の
 
奇
 な
し
と
-
"
 
ム
ふ
现
 
R
 
 , 

文
 的
 生
活
の
 
中
に
 
も
、
 
若
し
 
透
徹
の
 
眼
 だ
に
 
あ
ら
ば
、
 
我
等
の
 
生
活
 
は
忽
 
如
と
 
し
て
 
色
彩
^
 
か
な
る
 
 
一
^
の
 

た
る
べ
し
。
 

二 

あや i 

中
庸
 
—
 
こ
の
 
謬
ら
 
れ
 易
き
 
贅
 語
の
 
生
れ
た
 
る
が
 
故
に
、
 
人
 
は
 思
 は
ざ
る
 
に
 幾
度
 
か
 蹉
跌
し
 
け
ん
。
 
ノ
ル
 
ゥ
 
H
I
 
の
 北
方
な
る
 

. 
川
 



有
島
武
 
郞
仝
蕖
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

に
 
一
 小
 市
 あ
り
。
 
そ
の
 
誇
り
と
 
す
る
 
所
 は
 所
謂
 
中
庸
の
 
德
の
 
奉
戴
と
 
傳
播
 
と
に
 
し
て
、
 
こ
れ
 
を
 
以
て
 
社
會
 
生
活
の
 
凡
て
の
 
機
 關
は
油
 

せ
ら
れ
た
り
。
 
世
界
 
同
胞
 
主
義
 
は
國
 
家
の
 
隆
興
を
 
毀
損
せ
 
ざ
る
の
 
範
圍
に
 
於
て
 
唱
道
 
せ
ら
る
べ
し
。
 
人
道
主
義
の
 
眞
理
 
は
國
家
 
主
義
 

と
牴
觸
 
せ
ざ
る
 
の
 範
圍
に
 
於
て
 
主
張
 
せ
ら
る
べ
し
。
 
信
仰
 
は
價
 
値
に
 
あ
ら
す
 
し
て
 
報
酬
な
 
り
。
 
道
義
 
は
條
 
件
に
 
あ
ら
す
 
し
て
 
手
段
な
 

り
。
 
人
 
は
 少
し
く
 
泣
か
ざ
る
 
可
ら
 
す
、
 
而
 し
て
 
適
度
に
 
笑
 は
ざ
る
 
可
ら
 
す
 j 

人
 
は
 
叉
 能
 
ふ
だ
け
 
多
く
 
獲
得
す
 
可
し
。
 
仁
慈
 
は
 美
德
な
 

り
。
 
身
 を
 殺
し
 
財
 を
 竭
さ
ビ
 
る
 圈
內
に
 
於
て
 
こ
れ
 
を
爲
 
す
べ
し
。
 
利
己
 
は
 科
 舉
の
認
 
む
る
 
眞
理
 
な
り
。
 
さ
れ
 
ど
 社
 會
の
指
 
彈
を
受
 
く
 

る
に
 
至
ら
ざ
る
 
を
 以
て
 
限
界
と
 
す
べ
し
。
 
半
殺
し
に
 
せ
る
 
良
心
と
、
 
衣
 着
せ
た
 
る
 野
性
と
 
を
 
以
て
、
 
美
名
の
 
下
に
 
事
々
 
に
 當
れ
。
 
何
 

事
 も
 
巧
み
に
 
一
 蔭 歩
せ
 
よ
。
 
我
等
 
は
 先
 づ
愛
を
 
解
せ
 
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 
愛
の
 
故
に
 
汝
の
 
意
志
 
喑
 ま
ば
 
許
さ
る
 
可
し
 

C 
愛
の
 
故
に
 
汝
の
 
良
知
 

晤
 ま
ば
 
許
さ
る
 
可
し
。
 
此
の
 
如
く
し
て
 
こ
の
 

一
 小
 市
 は
 
上
、
 W
 り
し
つ
 

\ 
歩
 を
 進
む
。
 
肉
 を
 切
っ
て
 
骨
に
 
入
る
 
事
な
 
く
、
 
骨
 を
 割
っ
て
 

髓
に
 
徹
す
る
 
事
な
 
し
。
 

こ
の
 
市
 を
 
そ
の
 
平
和
な
る
 
墮
 落
の
 
深
淵
に
 
投
 ぜ
ん
と
す
 
る
 
三
 箇
の
大
 
な
る
 
条
石
 
あ
り
。
 
愛
な
 
り
。
 
人
情
な
 
り
。
 
讓
 歩
な
.
 リ
。
 
十
の
 

中
 
七
 を
 得
て
、
 

一
面
に
 
は
滿
 
足
し
、
 
他
面
に
 
は
 不
平
 
を
感
 
す
る
 
心
な
り
。
 
人
の
 
疵
を
輕
 
く
 
癒
 
や
し
、
 
そ
の
 
然
ら
 
ざ
る
 
時
に
 
安
し
/
,
 
\ 

と
い
 
ふ
 態
度
な
 
り
。
 
互
に
 
己
れ
 
が
 非
を
掩
 
は
ん
が
 
爲
 
め
に
 
人
の
 
非
 を
 免
し
、
 
己
れ
 
の
 名
を
擴
 
め
ん
が
 
爲
 め
に
 
人
の
 
名
を
宣
 
ぶ
る
 
交
際
 

法
な
 
り
。
 
輕
く
 
舊
來
の
 
習
慣
に
 
粘
着
し
て
、
 
又
輕
く
 
現
代
の
 
新
 思
想
に
 
接
觸
 
す
る
 
處
世
 
術
な
 
り
。
 
努
力
な
 
き
 生
活
に
 
し
て
、
 
充
實
せ
 

る
 
生
命
 
は
 地
を
拂
 
ひ
た
り
。
 

せ は
 
 

まんさん 

こ
の
 
市
に
 
饑
饉
 
起
り
 
ぬ
。
 
市
長
 
は
 牧
師
と
 
共
に
 
救
濟
に
 
忙
し
く
、
 
市
民
 
蹒
跚
 
と
し
て
 
四
方
よ
り
 
蟮
 集
し
 
来
り
、
 
餓
狼
の
 
は
し
た
な
 

さ
も
て
 
食
を
爭
 
ふ
。
 



ブ
ラ
ン
ド
と
 

云
へ
 

る
 

僧
 

あ
り
。
 

そ
の
 

鞏
固
な
る
 

意
力
 

は
、
 

「
內
 

的
の
 

事
物
に
 

集
り
て
、
 

问
^
 

も
こ
れ
 

を
遊
樂
 

に^
-;
;.
：;
: 

乂
ナ
、
 

-、
 

^
 

稚
 

よ
り
 

彼
 

を
孤
獨
 

と
な
し
 

ぬ
。
 

夙
に
 

父
 

を
 

亡
 

ひ
、
 

金
錢
を
 

貪
り
 

蓄
 

ふ
る
 

を
 

こ
れ
 

事
と
 

す
る
 

そ
の
 

母
と
 

は
相
乖
 

き
ぬ
。
 

彼
に
 

宠
さ
.
 

e
A
-
 

る
 

は
 

唯
一
 

つ
の
 

熱
烈
な
る
 

信
仰
の
 

み
。
 

「
凡
て
 

か
 

無
 

か
」
，
 

こ
れ
な
 

り
。
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
 

の
 

岸
頭
に
 

饑
ゑ
 

た
る
 

市
民
が
 

救
濟
を
 

叫
べ
る
 

時
、
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

市
の
 

背
後
な
る
 

絡
 

壁
の
 

上
に
 

あ
り
き
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

の
 

行
け
る
 

道
に
 

一
 

人
の
 

農
夫
と
 

そ
の
子
と
 

從
 

ひ
ぬ
。
 

彼
等
 

は
 

元
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

の
 

東
 

道
た
り
 

し
が
 

、
雲
 

野
の
 

屮
に
近
 

を
^
し
，
 

共
に
 

今
 

斷
崖
を
 

跨
ぎ
て
 

懸
れ
る
 

一
 

大
 

薄
氷
の
 

上
に
 

あ
り
。
 

耳
 

を
 

傾
 

く
れ
ば
 

脚
下
 

遠
き
 

所
に
 

嘈
々
 

と
し
て
 

大
潘
 

の
た
 

ぎ
り
^
つ
 

ろ
 

ふ
 

を
 

聽
く
 

可
し
。
 

農
夫
 

は
 

死
に
 

瀕
せ
る
 

そ
の
 

愛
娘
 

を
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
の
邊
 

な
る
 

市
に
 

見
ん
 

が
爲
 

め
に
 

来
れ
る
 

な
れ
 

ど
も
、
 

身
の
^
 

水
の
 

上
 

こ 
あ
 

る
 

を
 

知
る
 

に
 

及
び
て
、
 

そ
の
 

脚
 

は
復
た
 

動
か
す
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
敢
往
 

二
人
に
 

跟
隨
 

せ
よ
 

と
 

麾
 

く
。
 

農
夫
 

戰
慄
 

し
て
 

應
 

ふ
ら
く
 

「
こ
の
 

氷
 

上
 

を
 

横
ぎ
 

ら
ん
と
 

す
る
 

は
 

奇
蹟
 

を
 

(I
J+
i 

ん
 

と
す
る
な
 

り
」
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

云
 

ふ
、
 

「
堅
く
 

信
ぜ
よ
、
 

奇
蹟
 

も
 

亦
 

行
 

は
れ
ん
」
。
 

農
夫
 

歩
 

を
囘
ら
 

さ
ん
と
 

し
て
 

更
に
 

曰
く
、
 

「
さ
な
り
^
 

て
 

は
 

日
常
の
 

茶
鈸
 

事
と
 

し
て
 

奇
蹟
の
 

行
 

は
れ
し
 

時
 

も
 

あ
り
き
。
 

さ
れ
 

ど
 

今
の
 

時
 

は
 

則
ち
 

然
ら
 

ざ
る
な
 

り
」
 

と
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

遂
に
：
：
 

を
 

捨
て
 

\ 
去
る
。
 

以
爲
 

ら
く
 

「
己
が
 

な
し
 

得
る
 

以
上
 

を
 

欲
求
せ
 

ざ
る
 

も
の
に
 

助
力
 

を
 

提
供
す
 

る
 

は
 

遂
に
 

無
益
な
 

り
」
 

と
。
 

五 

さ
な
り
 

農
夫
 

は
 

獨
り
往
 

く
 

能
 

は
ざ
る
 

も
の
な
 

り
。
 

彼
が
 

少
し
く
 

離
れ
て
 

歩
む
 

は
、
 

孤
獨
を
 

好
む
 

が
 

故
に
 

あ
ら
す
、
 

^
お
な
 

ろ.
：：
：^
 

の
 

寂
寥
と
 

親
し
む
 

に
堪
へ
 

ざ
れ
ば
 

な
り
。
 

彼
 

は
 

傳
說
に
 

執
着
す
。
 

何
の
 

故
ぞ
。
 

そ
 

は
 

傳
說
は
 

幾
多
の
 

手
よ
り
 

乎
に
 

波
さ
れ
 

て
 

り 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

六
 

し
た
れ
ば
 
な
り
。
 

こ
 
\ 
に
 人
 臭
の
 
紛
々
 
た
る
 
も
の
 
あ
れ
ば
 
な
り
。
 
そ
の
 
內
容
の
 
如
何
 
は
 固
よ
り
 
問
 
ふ
 所
に
 
あ
ら
す
。
 
彼
 は
 信
仰
 
を
 尊
 

信
す
 
る
 事
 を
 知
っ
て
 
豫
言
 
を
恐
郤
 
す
。
 
畢
竟
 
豫
言
は
 
多
 數
に
逆
 
ひ
た
る
 

一
 人
の
 
聲
 
に
し
て
、
 
信
仰
 
は
 群
集
に
 
共
通
せ
 
る
 
一
 箇
 
の
假
定
 

な
れ
ば
 
な
り
。
 
彼
 は
必
す
 
指
導
者
 
を
 要
す
。
 
そ
の
 
眼
 は
 指
導
者
 
を
 見
る
 
事
 を
 得
れ
 
ど
も
、
 
遂
に
 
眼
前
に
 
横
 
へ
ら
れ
た
 
る
坦
々
 
た
る
 
大
 

道
 
を
 見
る
 
に
 由
な
 
き
な
り
：
 

農
夫
 
は
 
叉
、
 
指
導
者
 
を
 要
す
る
 
が
 如
く
 
隨
伴
 
者
を
耍
 
す
。
 
そ
の
 
意
志
 
は
 指
導
者
に
 
屈
從
 
し
て
、
 
全
體
 
と
し
て
 
活
動
 
せ
ん
に
 
は
 
一
味
 

の
 驕
慢
 
を
 
殘
せ
 
る
が
 
故
に
、
 
他
人
 
者
の
 
意
志
 
を
 屈
服
し
て
、
 

酬
ゅ
 
ベ
か
ら
 
ざ
る
 
損
失
 
を
 
酬
い
ん
 
と
 
試
む
 
る
な
 
り
。
 
こ
れ
 
こ
の
 
農
夫
が
 

• 

一
面
 卑
屈
の
 
性
 を
 
示
し
て
、
 

一 面
惡
 
劣
な
る
 
壓
制
 
者
な
る
 
所
以
な
 
り
。
 

ゲ
 
ー 
テ
の
 
所
謂
、
 
「
全
く
 
支
配
す
 
る
 事
 も
、
 
又
 全
く
 
服
從
 
す
る
 

事
 も
な
 
し
 得
ざ
る
 
不
用
の
 
人
物
」
 
な
り
。
 
な
ん
な
 
 

こ ひねが 

フ
ヨ
 

ー 
ド
の
 
彼
方
に
 
は
 
そ
の
 
愛
娘
 
病
み
て
 
死
に
 
垂
ん
 
と
し
、
 
死
前
必
 
す
そ
の
 
父
 を
 
見
ん
 
と
 庶
幾
へ
 
り
。
 
彼
 は
隨
伴
 
者
と
 
し
て
 
そ
の
 

一
子
 
を
拉
 
し
、
 
ブ
ラ
ン
ド
に
 
從
 
つ
て
 
嶮
路
を
 
冒
し
た
り
 
し
が
、
 
危
害
の
 
將
に
 
己
れ
 
に
 及
ば
ん
 
と
す
る
 
に
 及
び
て
 
は
、
 
そ
の
 
隨
伴
者
 
を
 

保
護
す
 
る
の
 
美
名
の
 
下
に
、
 
神
聖
な
る
 
義
務
 
を
 
無
視
し
て
、
 
指
導
者
な
る
 
ブ
ラ
ン
ド
よ
り
 
脫
 逸
し
、
 
日
 
来
の
 
迷
信
に
 
は
 似
 も
や
ら
 
す
、
 

てん
ぜん
 恬

然
と
 
し
て
 
奇
蹟
の
 
存
在
 
を
 
す
ら
 
疑
 
ひ
た
り
。
 

ブラ ンド はこの 農夫 を 敵と 呼べり。 

北
 國
の
習
 
ひ
と
し
て
 
盛
夏
に
 
も
 
山
上
に
 
は
 氷
原
 
あ
り
。
 
し
か
も
 
風
 陣
ー
轉
 
す
れ
ば
、
 
和
煦
 
た
る
 
春
 日
の
 
觀
を
 
な
す
。
 
ブ
ラ
ン
ド
が
 

濃
霧
 
を
排
 
し
、
 
薄
氷
 
を
踣
 
み
て
 
な
ほ
 
猛
進
す
 
る
 彼
方
に
、
 

陽
 を
 浴
び
た
 
る
 草
 野
 あ
り
て
、
 
和
煦
 
た
る
 
日
光
 
さ
や
か
に
 
こ
れ
 
を
 
照
ら
せ
 

り
。
 
脚
下
 
を
 見
や
る
 
に
 計
ら
 
ざ
り
 
き
 戀
の
歌
 
を
 唄
 
ひ
つ
 
、
舞
 
ひ
も
 
つ
れ
た
る
 
若
き
 

一
 對
の
 
男
女
 
あ
り
。
 
知
ら
 
す
し
て
 
ブ
ラ
 
ン
ド
が
 
過
 



お. t 
レ 

り
 

来
れ
る
 

I
 

渠
の
 

上
に
 

分
け
 

人
ら
ん
 

と
す
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

警
め
て
 

そ
の
^
 

を
 

報
じ
，
 

更
に
^
 

を
 

定
め
て
^
 

れ
ば
、
 

ァ
グ
 

ネ
ス
て
 

ふ
^
 

夂
 

を
 伴
 
へ
 る
 靑
年
ァ
 

ィ 
ナ
 
ァ
 
は
こ
れ
 
彼
が
 
竹
馬
の
友
な
 
り
き
。
 

さ
な
り
 
竹
馬
の
友
 
な
り
き
。
 
さ
れ
 
ど
 今
、
 
こ
の
 
二
人
の
 
間
に
 
は
 架
す
べ
か
ら
ざ
る
 
鴻
溝
 
あ
り
。
 
ア
イ
ナ
 
ァ
は
^
 
人
と
 
し
て
、
 

を
 

酒
に
 

溶
き
て
、
 

こ
れ
 

を
 

杯
の
 

中
に
 

眺
 

む
る
 

藝
 

術
の
 

人
た
り
。
 

世
 

は
 

又
 

彼
を
容
 

る
、
 

に
や
ぶ
 

さ
か
な
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

鄉
 

t
 

お
は
 

彼
を
迎
 

へ
て
 

贈
る
 

に 
祝
杯
と
 

花
環
と
 

を 
以
て
し
、
 

妙
齢
 

可
憐
の
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は 
彼
が
 

華
 

か
な
る
 

心
 

を
荅
 

び
ぬ
。
 

か
く
て
 

婚
約
 

新
た
に
 

成
れ
る
 

こ
の
 

二 

人
の
 
果
報
者
 
は
、
 
己
が
 
心
の
 
暖
さ
を
 
し
る
べ
と
 
し
て
、
 
船
に
 
乘
 じ
て
 
南
 歐
花
 
深
き
 
の
 地
に
 
旅
せ
ん
 
と
す
る
な
 
り
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
彼
：
 ふ
に
 

告
げ
て
 
曰
く
、
 
我
 も
 
亦
 同
舟
の
 
客
た
 
ら
ん
と
 
す
る
 
も
の
な
 
り
。
 
ア
イ
ナ
 
ァ
驚
喜
 
し
て
、
 
何
の
 
故
に
 
安
く
 
行
く
 
か
 を
 問
 
ふ
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 

爲
 
め
に
 
ア
イ
ナ
 
ァ
が
稱
 
す
る
 
神
 死
せ
 
る
が
 
故
に
、
 
こ
れ
 
を
 葬
ら
ん
 
が
爲
 
め
に
 
船
に
 
上
ら
ん
 
と
す
る
 
も
の
な
る
 
を
 

ぐ
。
 
ア
イ
ナ
 
ァ
は
 

藝
術
 
家
な
 
り
。
 
彼
が
 
住
め
る
 
世
の
、
 
常
に
 
華
麗
 
快
適
な
る
 
を
 要
す
る
 
の
 外
、
 
他
に
 

一 の
 求
む
べ
き
 
も
の
 
あ
ら
す
。
 
縱
令
个
 
の
^
に
.
 
t
 

あば
 

死
し
た
り
 
と
す
る
 
も
、
 
徒
ら
に
 
こ
れ
 
を
發
 
き
て
 
鞭
撻
 
を
 加
 
ふ
る
 
亦
 何
の
 
益
す
 
る
 所
ぞ
。
 
死
し
た
り
 
と
も
こ
れ
 
を
^
と
 
す
る
 
に
 何
の
，
，
 r: 

ぞ
 

J 
ブ
ラ
ン
ド
 

そ
の
 

心
 

を
 

知
り
、
 

こ
れ
に
 

應
 

じ
て
 

曰
く
、
 

「
試
み
に
 

君
の
 

描
か
ん
 

と
す
る
 

神
 

を
 

云
 

は
ん
か
。
 

銀
の
 

絲
の
 

如
く
，
：
：
 

く
、
 
愛
憐
 
濃
 
や
か
 
な
れ
 
ど
も
、
 
偶
々
 
夜
半
 
兒
童
を
 
脅
か
す
 
に
 足
る
 
の
い
 
か
め
し
 
さ
は
 
備
 ふ
る
な
る
 
可
し
。
 

；
…
 
お
 敎
の
徙
 
は
 救
^
 :-. に 

を
 
マ
リ
ヤ
の
 
胸
に
 
倚
る
 
嬰
兒
 
と
な
し
た
 
る
に
、
 
君
 は
 神
 を
 本
 卦
歸
り
 
せ
ん
と
す
 
る
 老
朽
の
 
夢
想
家
と
 
做
し
 
了
 
せ
ん
と
す
。
 

さ
れ
 
ど
も
 

我
が
 
神
 は
異
れ
 
り
。
 

「
わ
が
 
神
 は
 異
れ
る
 
神
な
 
り
。
 

わ
が
 
神
 は
 嵐
な
 
り
。
 
君
の
 
神
 は
 休
息
な
 
り
。
 

わ
が
 
神
 は
 妬
む
 
神
な
 
り
。
 
君
の
 
神
 は
 土
塊
な
 
り
。
 

わ
が
 
神
 は
 凡
て
 
を
 
愛
す
る
 
に
、
 
君
の
 
神
の
 
心
 は
 鈍
り
た
り
。
 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

八
 

わ
が
 

祌
は
ハ
 

ー 
キ
 

ユ
リ
 

ー 
ス 

の
 

如
く
 

若
く
 

し
て
、
 

， 

生
命
の
 
殘
滓
を
 
喜
び
 
啜
る
 
頹
 齢
に
 
は
 あ
ら
す
。
 

ホ
 
レ
ブ
の
 
頂
に
 
て
 
モ
 
ー ゼ

 
の
 傍
に
、
 

侏
儒
の
 
生
め
る
 
侏
儒
の
 
傍
に
 
立
て
る
 
如
く
、
 

燃
 ゆ
る
 
荊
の
 
中
に
 
神
 そ
 
\ 
り
 
立
ち
し
 
時
、
 

そ
の
 

聲
は
光
 

く
ら
め
 

く
 

夜
に
 

鳴
り
 

は
た
め
け
 

り
。
 

ギ
べ
 

ォ
 

ン 
の
 

谿
に
彼
 

は
 

目
を
止
め
ぬ
。
 

數
 知
れ
ぬ
 
奇
蹟
 
を
 彼
は
爲
 
し
て
、
 

君
の
 

如
く
 

—
—
 

こ
の
 

世
 

病
み
 

ほ
う
け
 

す
ば
、
 

更
に
 

數
 

知
ら
ぬ
 

奇
蹟
 

を
爲
 

さ
ん
と
 

す
る
な
 

り
。
」
 

ア
イ
ナ
 

ァ
 

の
こ
れ
に
 

對
 

す
る
 

答
 

は
簡
孽
 

な
り
。
 

「
例
へ
ば
 

ブ
ラ
ン
ド
 

地
獄
 

を
 

も
 

覆
さ
ば
 

覆
せ
。
 

わ
が
 

神
 

は
 

昔
の
 

ま
 

k 
の
 

わ
が
 

神
た
 

る
べ
 

き
の
み
，
 

T
 

か
く
て
 

兩
者
は
 

相
 

異
れ
る
 

道
 

を
 

擇
ん
で
 

、
フ
ヨ
 

ー 
ド
に
 

急
ぐ
べ
く
 

相
 

別
れ
ぬ
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は
 

ブ
ラ
 

ン
ド
の
 

去
れ
る
 

後
、
 

物
 

思
 

は
し
げ
 

に
な
り
 

て
 

遂
に
 

ア
イ
ナ
 

ァ
に
曰
 

ふ
。
 

「
君
 

は
 

見
た
り
 

し
ゃ
」
、
 

ア
イ
ナ
 

ァ
 

「
何
 

を
」
、
 

「
物
言
へ
 

る
 

時
、
 

巍
 

然
と
し
て
 

そ
 

X 

り
 

立
て
 

る
ブ
 

ラ
 

ン
 

• 
 

、ト
 

の
 

姿
 

を
，
 

f
 

七 

ア
イ
ナ
 

ァ
 

は
ァ
グ
 

ネ
ス
 

を
 

伴
 

ひ
た
り
。
 

己
れ
 

に
跪
拜
 

す
る
 

も
の
 

は
崇
拜
 

者
 

を
 

得
 

ざ
れ
ば
 

生
く
 

能
 

は
 

ざ
れ
ば
 

な
り
。
 

彼
が
 

崇
拜
者
 

を
 

失
へ
 

る
 

時
 

は
 

無
情
 

冷
酷
な
る
 

道
德
 

家
と
 



な
る
 

の
 

時
な
 

り
。
 

自
我
 

主
義
者
の
 

存
在
に
 

は
ニ
途
 

あ
り
。
 

一
 

つ
 

は
獻
身
 

的
な
る
 

崇
拜
者
 

を
 

得
る
 

に
あ
り
。
 

而
 

し
て
 

悲
慘
 

な
る
 

逆
 

免
よ
、
 

最
も
 

優
良
な
る
 

性
格
 

を
 

有
す
る
 

も
の
が
、
 

屢
々
 

こ
の
 

主
我
 

的
 

性
格
の
 

前
に
 

盲
目
と
 

な
る
な
 

り
。
 

か
く
て
 

オ
フ
 

イ
リ
ヤ
 

は
 

ハ
ム
 

レ
ッ
ト
 

の
 

前
に
、
 

マ
 

ー 
ガ
レ
ッ
ト
 

は
 

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
 

前
に
、
 

頹
 

然
と
し
て
 

盲
目
と
 

な
り
 

了
ん
 

ぬ
。
 

一
は
 

彼
が
 

全
く
 

崇
拜
者
 

を
 

失
へ
 

る
 

時
、
 

冷
 

逸
 

無
情
な
る
 

道
德
 

家
と
 

な
る
 

に
あ
り
。
 

こ
れ
 

主
我
主
義
者
 

が
そ
の
 

威
力
の
 

高
潮
に
 

達
す
る
 

の
 

時
な
 

り
。
 

彼
 

は
 

そ
の
 

唾
棄
し
 

つ
べ
き
^
.
^
 

と
 

不
干
渉
と
 

を
 

以
て
、
 

担
む
べ
か
ら
ざ
る
 

暴
力
と
 

變
す
 

る
な
 

り
。
 

マ
ク
ベ
ス
 

夫
人
 

は
か
く
の
 

如
く
な
 

り
き
。
 

へ 
ダ
.
ガ
 

ブ
ラ
 

ー 
は
か
 

く
の
 
如
く
な
 
り
き
。
 

そ
の
 

何
れ
な
る
 

に
せ
よ
、
 

自
我
 

主
義
者
 

ア
イ
ナ
 

ァ
の
 

欲
求
す
 

る
 

所
 

は
 

唯
一
 

つ
な
り
。
 

自
己
の
 

滿
足
 

(
自
己
の
 

向
上
に
 

は
 

あ
ら
す
 

ン
こ
 

れ
 

な
り
。
 

彼
と
 

社
會
 

と
の
 

調
和
 

は
、
 

社
 

會
が
彼
 

を
 

謳
歌
す
 

る
 

間
に
の
 

み
存
 

す
。
 

社
會
 

に
し
て
 

謳
歌
 

せ
ん
か
。
 

彼
 

は
 

そ
の
 

社
^
れ
 

^
1
 

に
 

地
獄
の
 

關
門
を
 

目
が
 

け
て
 

猪
突
し
 

つ
-
あ
る
 

と
も
、
 

手
 

を
 

拱
い
て
 

こ
れ
 

を
傍
觀
 

し
て
 

平
然
た
る
 

を
 

得
る
な
 

り
。
 

可
憐
な
る
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は
 

そ
の
 

犧
牲
 

た
り
き
。
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

は
獻
身
 

者
ァ
グ
 

ネ
ス
 

を
 

こ
の
 

主
我
主
義
者
の
 

掌
握
の
 

中
よ
り
 

救
 

ひ
 

出
さ
 

L 

る
 可
ら
 
す
。
 か

く
て
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

ア
イ
ナ
 

ァ
を
 

敵
と
 

呼
べ
り
。
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

は
な
 

ほ
嶮
 

難
を
排
 

し
て
 

道
 

を
 

進
め
、
 

崖
 

角
よ
り
 

下
瞰
 

す
れ
ば
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
に
 

瀕
し
て
 

建
て
ら
 

乜
 

た
る
 

一
 

茧
 

っ
打
 

、匕
：：
 

で
つ
 

=5
 

に
あ
り
。
 

こ
れ
 

彼
が
 

故
鄉
 

に
し
て
、
 

一
葉
の
 

舟
 

も
、
 

一
棟
の
 

家
 

も
、
 

共
に
 

彼
が
 

二
十
 

年
の
 

夢
 

を
 

喚
起
せ
 

ざ
る
 

も
の
な
 

し
。
 

殊
に
^
 

し
 

こ
 

海
に
 

近
き
 

隴
勵
の
 

間
に
 

立
て
る
 

赤
 

壁
の
 

農
屋
 

こ
そ
 

は
、
 

寡
婦
と
 

な
れ
る
 

貪
慾
の
 

母
が
 

今
 

も
 

住
め
る
 

忌
む
べ
く
 

も
な
 

つ
か
し
き
 

故
：
^
 

な
ら
す
 

や
。
 

衢
路
に
 

群
り
 

つ
 

X 
蠢
爾
 

と
し
て
 

動
き
 

行
く
 

は
、
 

か
の
 

古
色
蒼
然
た
る
 

寺
院
に
 

詣
づ
る
 

今
 

も
 

昔
 

も
 

變
ら
な
 

人
 

々
て
し
て
-
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

1
0
 

主
の
 
祈
 禱
の
中
 
「
我
等
に
 
日
々
 
の
糧
を
 
今
日
 
も
與
へ
 
給
へ
」
 
と
い
へ
 
る
 
一
 節
 を
の
み
 
聲
 高
く
 
誦
す
る
 
群
集
な
 
り
。
 

きびす 
めぐら 

微
風
 
だ
に
 
動
か
 
じ
と
 
見
 ゆ
る
ば
 
か
り
 
沈
滯
 
せ
る
 
彼
處
の
 
生
活
、
 
遂
に
 
居
る
 
に
堪
 
へ
ん
 
や
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
か
く
 
思
 ひ
て
 
踵
を
囘
 
さ
ん
 

と
す
る
 
時
、
 
端
な
 
く
 
ー
顆
の
 
石
塊
、
 
ブ
ラ
ン
ド
 
を
 
か
す
め
て
 
飛
び
 
來
 る
に
 
遇
 
ふ
。
 
見
 上
 ぐ
れ
ば
 
ゲ
 
ル
ド
の
 
爲
 せ
る
 
業
な
 
り
。
 

ブ
ラ
 
ン
ド
は
 
ゲ
ル
 
ド
を
唯
 
十
五
ば
 
か
り
な
る
 
野
鳥
の
 
如
き
 
少
女
と
 
見
た
 
る
の
 
み
。
 
さ
れ
 
ど
 
彼
女
 
は
 ブ
ラ
 
ン
ド
と
 
全
く
 
緣
な
き
 
少
女
 

に
 は
 
あ
ら
 
ざ
り
 
き
。
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
母
 獍
ほ
處
 
女
た
り
 
し
 時
、
 

一
人
の
 
靑
年
 
あ
り
て
 
こ
れ
に
 
戀
せ
 
し
が
 
應
ぜ
 
ざ
り
 
し
に
、
 
飄
然
と
 
し
て
 

そ
の
 
市
よ
り
 
姿
を
消
し
，
 
往
く
所
 
を
 
知
ら
ざ
る
 
も
の
 
數
年
。
 

一
日
 
忽
如
 
と
し
て
 
地
よ
り
 
湧
け
 
る
 如
く
 
再
び
 
そ
の
 
市
に
 
現
 は
れ
た
り
 
し
 

時
 は
、
 
乞
食
せ
 
る
 
ジ
ブ
 
シ 

ー 
を
 妻
と
 
せ
る
 
浮
浪
の
 
徒
な
 
り
き
。
 
ゲ
ル
 
ド
は
卽
 
ち
 
こ
の
 
二
人
の
 
子
に
 
し
て
，
 
や
が
て
 
そ
の
 
父
母
の
 
再
び
 

そ
の
 
市
よ
り
 
韜
晦
し
 
去
り
し
 
後
、
 
こ
の
 
少
女
 
は
 人
 寰
と
相
 
離
れ
、
 
獨
 り
こ
の
 
山
中
に
 
さ
ま
よ
 
ひ
、
 
朔
風
の
 
去
來
 
す
る
 
が
 如
き
 
生
を
營
 

め
る
な
 
り
 

e 

お ほ はやぶさ 

ゲ
ル
 
ド
 
Q
 石
 を
 投
じ
た
 
る
 
は
 
ブ
ラ
ン
ド
 
を
 
目
し
て
 
に
 は
 
あ
ら
す
。
 

一
羽
の
^
:
 
隼
 を
 目
が
 
け
た
る
な
 
り
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
 大
隼
の
 
飛
び
 

去
る
 
姿
 を
 認
め
 
得
 ざ
り
 
し
が
、
 
ゲ
ル
 
ド
は
 
黝
黑
の
 
眸
に
黃
 
色
の
 
輪
 を
 描
け
 
る
 眼
焖
々
 
た
る
 
鴛
鳥
 
な
り
と
 
語
る
。
 
隼
 は
 ゲ
ル
 
ド
を
搏
 
た
 

ん
 

と
し
、
 

ゲ
ル
 

ド
は
隼
 

を
 

殺
さ
ん
 

と
す
る
な
 

り
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 
問
 
ふ
に
 
ゲ
ル
 
ド
の
 
至
ら
ん
 
と
す
る
 
所
 を
 
以
て
す
。
 

ゲ
ル
 
ド
は
 
寺
院
に
 
赴
か
ん
 
と
す
る
 
を
 
云
 ふ
。
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
志
す
 
所
 も
 

亦
 寺
院
な
 
り
。
 
さ
れ
 
ど
ゲ
 
ル
ド
が
 
意
味
す
 
る
 寺
院
 
は
、
 

フ
ヨ
 
ー 
ド
に
 
瀕
せ
る
 
そ
れ
に
 
は
 
あ
ら
す
。
 

こ
の
 
懸
崖
の
 
更
に
-
 
(\ 
高
き
 
所
、
 

衆
人
の
 
呼
び
て
 
「
氷
の
 
寺
」
 
と
稱
 
す
る
 
も
の
に
し
て
、
 
互
巖
呀
 
然
と
し
て
 
自
然
の
 
祠
を
 
な
し
、
 
垂
氷
 
四
時
 
絶
え
す
、
 
時
に
 
岩
石
 
轉
び
 

落
ち
て
 
そ
の
 
危
險
 
容
易
に
 
近
づ
く
 
ベ
か
ら
 
す
と
。
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
そ
の
 
行
の
 
無
謀
 
を
警
 
む
る
 
や
、
 
ゲ
ル
 
ド
 
言
下
に
 
答
 ふ
ら
く
、
 
「
市
の
 
寺
院
 

に
は
^
 
敗
 あ
り
、
 
恐
れ
ざ
る
 
可
ら
 
す
」
 
と
。
 
旣
 
に
し
て
 
驚
 鳥
 再
び
 
襲
 
ひ
來
れ
 
る
が
 
如
し
。
 

ゲ
 
ル
ド
 
「
隼
の
 
力
 勢
 侮
り
 
難
し
。
 
こ
れ
 
を
 

避
け
 
得
る
 
所
 唯
 氷
の
 
寺
 あ
る
の
 
み
」
 
と
 
ブ
ラ
ン
ド
に
 
吿
げ
 
呼
ば
 
は
り
つ
.
^
、
 
飄
然
と
 
し
て
 
風
の
 
如
く
 
走
り
去
り
ぬ
。
 



ゲ
 

ル
ド
、
 

隼
と
 

共
に
 

あ
り
。
 

農
夫
の
 
そ
の
子
に
 
於
け
 
る
、
 
7
 イ
ナ
 
ァ
の
 
ァ
グ
 
ネ
ス
に
 
於
け
 
る
關
係
 
は
、
 
直
ち
に
 
引
い
て
 
ゲ
 
ル
ド
と
 
S
-
 と
の
 
關
係
 
と
な
す
 
4
 
ら
ざ
 

る
に
 
似
た
り
。
 
上
 二
者
に
 
あ
り
て
 
は
、
 
そ
の
 
主
と
 
從
と
は
 
相
 親
め
 
る
に
 
反
し
、
 

ゲ
 
ル
ド
と
 
华
 と
に
 
あ
り
て
 
は
 相
 敵
視
 
す
れ
ば
 
な
り
。
 

こ
れ
さ
れ
 
ど
 軍
に
 
皮
相
の
 
觀
 
の
み
。
 
そ
の
子
 
を
 害
 
ふ
 事
 最
も
 
甚
 し
き
 
は
實
に
 
農
夫
に
 
し
て
、
 
ァ
グ
 
ネ
ス
の
 
靈
忭
 
を
^
 
ま
さ
ん
 
と
す
る
 

も
の
 
は
、
 
遂
に
 
ア
イ
ナ
 
ァ
 な
る
 
を
 思
 は
^
-
、
 
ゲ
ル
 
ド
は
 
そ
の
 
從
と
 
葛
藤
す
 
る
の
 
點
に
 
於
て
 
對
ぉ
 
をせ：： ふ

の
 
罪
 却
っ
て
 
前
 二
お
 
よ
り
も
 

輕
 き
も
の
 
あ
る
 
を
 着
 取
せ
 
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 

彼
女
 
は
 父
母
 
を
 失
 
ひ
 去
り
た
 
る
孤
兒
 
な
り
。
 
宛
ら
 
地
よ
り
 
湧
き
出
で
 
た
る
が
 
如
く
 
生
じ
 
來
 り
て
、
 
孑
 然
と
し
て
 
人
^
と
 
相
距
 
り
て
 

住
め
り
。
 
彼
女
 
は
 農
夫
の
 
如
く
 
不
卽
 
不
離
の
 
陋
劣
な
る
 
態
度
に
 
居
ら
す
。
 

义
 
ア
イ
ナ
 
ァ
の
 
如
く
 
內
部
 
的
に
 
人
と
 
交
 ゆ
な
き
 
放
^
の
^
 

界
に
 
住
ま
す
。
 
彼
女
に
 
は
不
拔
 
な
る
 
企
圖
 
あ
り
。
 
卽
ち
 
「
氷
の
 
寺
」
 
に
參
 
し
て
：
 大
 啓
の
 
讃
美
と
 
說
敎
と
 
を
 問
か
ん
^
 
な
り
。
 
唯
 そ
の
 

心
情
の
 
無
 思
慮
と
 
亂
雜
と
 
を
 奈
何
す
べ
き
。
 

ブ
 
ラ
ン
ド
 
は
 
ゲ
ル
 
ド
 
と
 
語
り
 
て
 
こ
れ
 
を
 
詰
責
す
 
る
 事
 農
夫
 
ア
イ
ナ
 
ァ
に
 
於
け
 
る
が
 
如
 
き
 事
 能
 は
 
ざ
り
 
き
。
 
ゲ
 
ル
ド
の
 
所
-
 K
、
 
 ̂
 
に
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

口
 を
 
つ
ぐ
ま
し
 
む
る
 
事
な
 
き
に
 
あ
ら
す
。
 
し
か
も
 
ゲ
 
ル
ド
の
 
爲
す
所
 
悉
く
 
偶
發
、
 
そ
の
 
背
後
に
 
何
^
-
の
^
:
 
な
く
 
何
 や
 

の
 目
途
 
あ
る
 
事
な
 
し
。
 
彼
女
 
は
 何
の
 
故
に
 
隼
 を
 殺
し
、
 
何
の
 
故
に
 
氷
の
 
寺
に
 
詣
 で
ん
と
 
す
る
 
や
。
 
氷
の
 
寺
の
^
 
立
と
、
 
ホ
の
 
死
と
、
 

現
實
の
 
世
界
と
の
 
間
に
 
は
 何
の
 
脈
絡
 
あ
り
、
 
何
の
 
交
涉
 
あ
り
 
や
。
 
此
に
 
於
て
 
か
 彼
女
 
は
 
一
個
 
渾
沌
た
 
る
^
:
.
^
 
の
^
:
 動
に
 
過
ぎ
 
ざ
ら
ん
 

と
す
。
 

ブ
ラ
 

ン ド
は
ゲ
 
ル
ド
 
を
 敵
と
 
呼
べ
り
。
 



有
 

鳥
 

武
郎
仝
 

集
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五
 
卷
 
 

jl
l 

一
 

o
 

喪
心
 

(f
ai
nt
  

he
ar
o.
li
 

心
 

(l
ig
ht
  

h
e
a
r
o
-
荒
 

心
 

(w
il
d 
 

he
ar
t)
 

の
三
大
 

勁
敵
 

は
、
 

今
 

現
 

然
と
し
て
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

前
に
 

旯
は
.
 

e
 

ぬ
。
 

前
後
 

はじ 

に
戰
。
 

上
下
に
 

戰
。
 

是
 

等
の
 

M
 

靈
 

を
滅
盡
 

し
て
 

世
は
甫
 

め
て
 

眞
の
 

健
康
に
 

還
る
べ
し
。
 

彼
 

は
 

事
業
 

を
 

感
ぜ
り
。
 

こ
の
 

三
角
 

同
盟
 

を
な
 

せ
る
 

敵
に
 

對
 

し
て
、
 

彼
 

は
 

敢
然
と
 

し
て
 

立
た
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

「
心
よ
、
 

立
ち
て
 

身
づ
 

く
ろ
 

ひ
し
、
 

腰
よ
り
 

劎
を
拔
 

け
、
 

天
 

を
嗣
ぐ
 

も
の
 

X 
爲
 

め
に
 

戰
 

は
る
べ
き
 

戰
ぞ
ヒ
 

喪心。 輕心。 荒 心。 

智。 情。 意。 

過去
。 

現在
。 

未來
。 

道德。 藝術。 自然。 

ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
。
 

ヘ
レ
 

一一
 

ズ
ム
。
 

一一
 

ヒ 
リ
ズ
ム
。
 

歷史。 生活。 革命。 

し 
ま 

愚
な
 

り
 

こ
の
 

如
き
 

揣
摩
！
 

ブ
ラ
ン
ド
 

自
ら
 

こ
の
 

愚
 

を
 

犯
せ
り
。
 

何
故
に
 

農
夫
 

を
 

喪
心
と
 

呼
び
、
 

ア
イ
ナ
 

ァ
を
輕
 

心
と
 

呼
び
、
 

ゲ
ル
 

ド
を
荒
 

心
と
 

呼
ぶ
 

の
 

愚
 

を
な
 

せ
し
 

や
。
 

一
人
の
 

圃
 

上
に
 

立
て
る
 

も
の
 

を
 

捕
へ
 

来
り
て
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

傍
に
 

置
き
、
 

こ
れ
 

を
 

農
夫
と
 

呼
び
、
 

一
人
の
 

少
女
に
 

好
 

愛
せ
ら
 

る
 

\ 
も
の
 

を
 

捕
へ
 

來
り
、
 

更
に
 

一
人
の
 

放
浪
 

度
^
き
 

も
の
 

を
 

捕
へ
 

来
て
、
 

彼
に
 

ア
イ
ナ
 

ァ
と
 

命
じ
、
 

こ
れ
に
 

ゲ
 

ル
ド
と
 

命
す
。
 

そ
の
 

名
 

i|
T 

そ
よ
 

き
。
 



農
夫
。
 
ア
イ
ナ
 
ァ
。
 
ゲ
 
ル
ド
。
 
廣
漠
無
 
際
な
る
 
名
よ
 

ひ 
幽
遠
 
祌
 妙
な
る
 
象
徴
よ
。
 

名
に
 
勝
り
て
 
よ
き
 
も
の
 
復
 あ
り
 
や
。
 
人
 を
し
て
 
そ
の
 
名
に
 
屬
 性
を
附
 
す
る
 
事
 勿
ら
 
し
め
よ
。
 

人
 を
し
て
 
名
の
 
領
域
 
を
狹
 
め
し
む
 
る
 

事
 勿
ら
 
し
め
よ
。
 

一
二
 

悲
劇
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

は
 そ
の
 
主
人
公
が
 
こ
の
 
三
 大
敵
と
 
苦
闘
し
て
 
遂
に
 
斃
れ
 
た
る
 
哀
史
な
.
 
リ
。
 
我
 を
し
て
 
暫
く
 
そ
の
 
給
^
に
 
一
竹
 

を
與
 
へ
し
め
 
よ
。
 

そ
の
 
悲
劇
た
 
る
 所
以
 
は
、
 
ブ
ラ
 
ン
ド
が
 
全
然
 
こ
の
 
三
 大
敵
に
 
壓
 服
せ
ら
れ
 
た
る
が
 
故
に
 
あ
ら
す
。
 
反
對
に
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
は
こ
の
：
 

に
 向
っ
て
 
そ
の
 
目
的
 
を
 達
成
せ
 
り
。
 
卽
ち
彼
 
は
 農
夫
よ
り
 
そ
の
子
 
を
 救
 
ひ
、
 
ア
イ
ナ
 
ァ
 
よ
り
 
ァ
グ
 
ネ
ス
 
を
 放
ち
，
 

ゲ
 
ル
ド
が
 
追
へ
 
る
 

不
逞
の
 
隼
 を
 も
、
 
遂
に
 
そ
の
 
強
硬
な
る
 
意
志
の
 
下
に
 
置
き
ぬ
。
 

フ
ヨ
，
'
 
ド
に
 
臨
め
る
 
市
の
 
員
 
等
 は
、
 
市
 .4i と

 牧
師
と
 
を
^
て
 
V
 ゾ 

ラ
 
ン
ド
 
の
崇
拜
 
者
と
 
な
り
、
 
ァ
グ
 
ネ
ス
 
は
 
ア
イ
ナ
 
ァ
を
 
去
っ
て
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
の
^
と
な
 
り
、
 
隼
 は
 最
後
に
 
ブ
ラ
 
ン
ド
を
 
誘
惑
し
て
 
却
つ
 

て
 ブ
ラ
ン
ド
の
 
爲
 
め
に
 
破
れ
ぬ
。
 

三
 大
敵
 
は
 共
に
 
ブ
ラ
 
ン
ド
に
 
そ
の
 
從
を
奪
 
ひ
 去
ら
れ
た
 
る
な
 
り
。
 

三
 大
敵
 
は
か
く
て
 
遂
に
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
軍
門
に
 
來
 
つ
て
 
降
 を
 乞
 
ひ
し
ゃ
。
 
あ
ら
す
。
 

ハ
 
ー 

キ
 
ユ
リ
，
'
 
ズ
と
戰
 
へ
る
 
ヒ
ド
ラ
の
 
如
く
、
 
斬
 

ら
れ
 
た
る
 
首
 は
 直
ち
に
 
首
 を
 生
じ
て
，
 
再
び
 
そ
の
 
毒
 威
を
逞
 
う
し
 
來
る
 
な
り
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
渾
身
の
 
力
 
を
^
め
 
て
こ
の
：
 

一： 大
敵
 
を
找
て
 

ば
、
 
彼
等
 
悉
く
 
斃
れ
 
た
る
が
 
如
し
。
 
し
か
も
 
そ
の
 
骸
は
 
再
び
 
生
き
て
 
惡
笑
 
し
つ
、
 
ブ
ラ
ン
ド
に
 
嬰
 
ひ
か
、
 
る
な
 
り
。
 

ぁャ 

ブ
ラ
ン
ド
、
 
悉
く
 
敵
の
 
武
器
 
を
 奪
 
ひ
 去
れ
る
 
時
、
 
敵
は
異
 
し
む
 
可
し
、
 
最
も
 
强
し
。
 

こ
れ
 
悲
劇
な
 
り
。
 
こ
れ
 
我
等
が
 
目
睹
 
し
て
し
 
か
も
 
厪
 
i 悟
ら
ざ
る
 
の
 悲
劇
な
 
り
。
 
こ
れ
 
永
遠
に
 
人
^
に
 
1
=
^
 
を
投
 
す
ろ
^
^
 
の
 竹
 

髓
 な
り
。
 
こ
れ
 
徹
 入
す
べ
か
ら
ざ
る
 
凡
て
の
 
悲
劇
の
 
樂
屋
 
な
り
。
 



^
島
武
 

郞
 

^
^
笫
 

五
卷
 
 

一
四
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
は
 

ブ
ラ
 

ン
ド
に
 

於
て
 

こ
の
 

鍵
 

を
 

握
り
た
 

る
な
 

り
。
 

ニ
ー
 
 I
 

饑
餓
に
 

瀕
せ
る
 

一
群
の
 

市
民
の
 

間
に
 

立
ち
て
、
 

市
長
と
 

書
記
と
 

は
 

餉
糙
の
 

分
配
に
 

忙
殺
せ
ら
れ
、
 

ア
イ
ナ
 

ァ
 

と
ァ
グ
 

ネ
ス
と
 

亦
 

あ
 

つ
て
、
 

そ
の
 

財
囊
を
 

傾
け
 

盡
し
、
 

更
に
 

旅
程
 

を
續
 

け
ん
に
 

は
，
 

僅
か
に
 

典
 

質
す
べ
き
 

一
箇
の
 

時
計
 

あ
る
の
 

み
。
 

人
 

は
 

^
 

な
 

協
力
 

同
、
 

レ
 

あ 
ひす
く 

して 栢濟 ふの 道 を 講ぜり。 

こ
の
 

時
 

ブ
ラ
ン
ド
、
 

山
 

を
 

下
り
て
 

來
り
會
 

す
。
 

市
長
 

は
勸
 

進
に
 

慣
れ
し
 

巧
み
な
る
 

口
 

辯
の
 

力
 

を
 

振
 

ひ
、
 

ブ
ラ
ン
ド
に
 

說
 

く
に
 

喜
捨
 

を
 

以
て
し
、
 

ア
イ
ナ
 

ァ
亦
 

自
己
の
 

義
務
 

を
果
し
 

了
れ
 

る
 

滿
心
を
 

携
げ
て
 

義
捐
 

を
勸
 

む
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

峻
 

担
し
て
 

云
 

ふ
、
 

「
若
し
 

飢
餓
 

を
 

救
 

ひ
 

得
べ
 

く
ん
ば
、
 

渾
身
の
 

血
肉
 

を
 

披
瀝
す
 

る
 

も
 

復
た
惜
 

ま
じ
。
 

さ
れ
 

ど
こ
の
 

群
衆
に
 

布
施
す
 

る
 

は
 

罪
 

を
 

犯
す
な
.
 

o,
。 

艱
難
 

も
て
 

自
ら
 

を
强
 

く
す
 

る
 

能
 

は
ざ
る
 

も
の
 

は
、
 

遂
に
 

救
濟
に
 

値
せ
ざ
る
 

も
の
な
 

り
」
 

と
。
 

餓
死
に
 

瀕
し
た
 

る
の
 

民
 

誰
か
 

こ
れ
 

を
 

聞
 

い
 

て
 

憤
ら
 

ざ
 

ら
ん
。
 

彼
等
 

は
 

ブ
ラ
ン
ド
 

を
搏
 

つ
べ
 

く
 

石
 

を
 

す
ら
 

拾
へ
 

り
。
 

こ
の
 

時
 

一
 

女
 

あ
り
。
 

狂
氣
の
 

如
く
 

髮
 

振
り
 

亂
 

し
て
 

急
坂
 

を
奔
 

馳
し
來
 

り
、
 

氣
息
崦
 

々
と
し
て
 

云
 

ふ
 

所
に
 

依
れ
ば
、
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
の
 

彼
方
 

に
 

彼
女
 

は
 

そ
の
 

良
人
と
 

三
 

子
と
 

共
に
 

住
め
り
 

し
が
、
 

飢
餓
の
 

爲
 

め
に
 

食
餌
 

窮
乏
し
、
 

己
れ
 

が
 

乳
 

枯
れ
 

果
て
 

た
れ
ば
、
 

嬰
兒
の
 

苦
悶
 

遣
 

る
 

所
な
 

か
り
し
 

を
 

見
る
 

に
 

忍
び
す
、
 

父
 

は
 

刺
し
て
 

こ
れ
 

を
 

殺
し
、
 

罪
の
 

呵
責
に
 

堪
へ
 

す
し
て
 

自
 

裁
せ
 

し
が
、
 

肉
體
は
 

生
く
 

る
の
 

望
な
 

く
、
 

靈
魂
は
 

恐
 

愧
の
爲
 

め
に
 

未
だ
 

死
せ
 

す
。
 

「
僧
侶
、
 

僧
侶
 

は
 

在
し
 

給
 

は
す
 

や
。
 

彼
の
 

死
す
 

る
 

前
、
 

行
き
て
 

罪
の
 

許
さ
れ
た
 

る
べ
き
 

を
 

宣
 

明
し
 

給
 

ふ
 

僧
侶
 

は
 

在
 

さ
す
 

や
」
。
 

こ
れ
 

彼
女
が
 

悲
 

喚
哀
號
 

な
り
。
 

鬣
の
 

露
 

打
ち
 

拂
 

ひ
て
 

立
て
る
 

獅
子
の
 

如
く
、
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

立
ち
て
 

こ
、
 

に
 

事
業
 

を
 

感
ぜ
り
。
 

彼
が
 

唾
 

手
し
て
 

な
す
べ
き
 

の
 

事
 

は
 

目
 

前
に
 

あ
り
。
 

祈
し
 

も
頹
嵐
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
を
 

横
ぎ
 

つ
て
 

到
り
、
 

波
浪
 

遽
 

か
に
 

洶
 

湧
し
て
 

見
る
 

眼
 

も
 

す
さ
ま
じ
く
、
 

萬
 

死
を
瘩
 

す
る
 

に
あ
ら
 

ざ
 



よ
、
 
5
 
を. ̂

上
に
 

1ゃ了 る
べ
 
か
ら
す
。
 
し
か
も
 
ブ
ラ
 

ン K
 
は
 意
 を
 決
し
て
 
舟
に
 
上
り
 

一 人
の
 
助
 乎
た
 
る
べ
き
 
も
の
 
を
 魔
け
 
ど
も
、
 
絶
え
 

て
應
 
ぜ
ん
と
す
 
る
 
も
の
な
 
し
。
 
依
り
て
 
か
の
 
哀
願
 
度
な
 
き
 
女
 を
 呼
び
て
 
彼
に
 
從
ひ
來
 
ら
し
 
め
ん
と
 
す
。
 
彼
女
 
亦
逡
 
巡
し
て
 
口
く
、
 
「
我
 

若
し
 
死
せ
ば
 
生
 殘
れ
る
 
ニ
兒
を
 
如
何
す
べ
き
 
や
」
 
と
。
 
義
憤
せ
 
る
 佾
侶
は
 
舌
 打
な
ら
 
し
て
 
云
 
ふ
、
 
「
砂
の
 
上
に
 
築
か
ん
 
と
す
る
 
も
の
 

よ
」
 
と
。
 

ァ
ゲ
 
ネ
ス
 
は
 吠
し
て
 
ブ
ラ
ン
 
ド
 
が
 爲
す
樣
 
を
 見
守
り
 
っ
&
 
感
激
の
 
情
に
 
堪
 
へ
す
。
 
決
然
と
 
し
て
 
ア
イ
ナ
 
ァ
 
を
 指
し
て
：
.
 ム
 i
 
 、「
玆
 
に
 

一
人
の
 
勇
氣
 
あ
り
 
誠
意
 
あ
る
 
男
子
 
あ
り
。
 
願
く
 
は
 
彼
 を
 伴
へ
，
 r
 
そ
 
を
 聞
き
た
 
る
 
ア
イ
ナ
 
ァ
は
 
顔
色
 
を
變
 
じ
つ
"
、
 
「
ァ
グ
 
ネ
ス
 
を
び
 

て
よ
り
 
わ
が
 
生
 は
 新
し
く
 
甘
し
。
 
我
 は
 
彼
女
の
 
爲
め
を
 
思
 
ふ
 時
 生
死
 
を
 
賭
す
る
 
に
堪
 
へ
す
」
 

と
，
 
美
し
き
^
 
^
も
て
 
そ
の
^
^
 
を
お
 

み
、
 
人
間
 
一
生
の
 
中
、
 
二
度
と
 
は
來
る
 
ま
じ
き
 
大
事
の
 
機
會
を
 
塵
の
 
如
く
 
擲
ち
 
去
ら
ん
 
と
す
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 

3 
展
は
 
開
け
た
り
。
 
二
人
の
 
間
の
 
脆
き
 
緣
は
、
 
宛
ら
 
傷
め
る
 
葦
の
 
如
く
ち
 
ぎ
れ
^
て
 
ぬ
。
 
卽
ち
滿
 
^
の
^
も
 
て
 
ア
イ
ナ
 

ァ
に
 
向
っ
て
 
云
 
ふ
、
 「
世
界
の
 
廣
 き
が
 
如
く
 
廣
く
、
 
世
界
の
 
遠
き
 
が
 如
く
 
遠
く
、
 
逆
潮
 
漲
り
、
 
大
濤
 
打
し
 
ぶ
く
 
沲
^
 
今
お
 
と
 
我
と
の
^
 

に
撗
 
は
る
」
 

と
。
 
こ
の
 
最
後
の
 
宣
言
 
を
 投
じ
 
了
る
 
や
 否
や
、
 
自
ら
 
か
の
 
小
舟
に
 
投
じ
、
 
ブ
ラ
ン
ド
 
と
共
に
 
奔
 風
に
 
向
っ
て
 
必
死
の
 

を
 解
き
ぬ
。
 

忽
如
 
と
し
て
 
舟
 は
旣
に
 
怒
濤
の
 
中
に
 
あ
り
。
 
瞻
を
 
消
し
て
 

一
 群
の
 
民
 は
 固
 
唾
を
飮
 
め
り
 

稍
 

m 
あ
り
て
 

一
人
 
i
 か
に
 
口 を

 開
き
て
 
云
 ふ
 、「 こ

れ
 
こ
そ
 
は
 我
等
が
 
求
む
 
る
 善
知
識
 
な
れ
」
 

と
。
 
衆
 
口
 
忽
ち
に
 
こ
れ
に
 
應
 じ
て
-
 
ム
 

ふ
、
 「
さ
な
り
、
 
我
等
が
 
求
め
て
 
得
 ざ
り
 
し
 善
知
識
 
は
洵
に
 
彼
な
 
り
き
」
 

と
。
 

一
 

四
 

ブ
ラ
ン
ド
 
は
 波
濤
 
を
 犯
し
て
 
萬
 死
に
 

一
 生
 を
 幸
し
、
 

フ 
31- 

ド
の
對
 
岸
に
 
渡
り
 
得
て
、
 
自
货
 
の
爲
 
め
に
 
敢
て
 
死
し
^
 
ざ
ろ
.
 
ぃ
ー
 

ク 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

I 
六
 

父
 

を
 

慰
藉
し
、
 

晏
 

然
と
し
て
 

死
途
に
 

就
く
 

の
 

權
び
を
 

得
せ
し
 

め
ぬ
。
 

過
 

嵐
の
 

跡
荒
凉
 

た
る
 

海
 

添
 

ひ
の
 

あ
ば
ら
 

屋
の
 

中
よ
り
 

彼
 

は
 

瞑
想
 

に
 沈
み
つ
 

X 
首
 を
 垂
れ
て
 
出
で
 
来
れ
り
。
 

こ
の
 

時
 

一
 

群
の
 

人
來
り
 

近
づ
き
て
 

彼
に
 

乞
 

ふ
、
 

「
願
く
 

は
留
 

り
て
 

こ
の
 

地
の
 

民
を
牧
 

せ
よ
。
 

今
に
 

至
る
 

ま
で
 

君
の
 

說
き
 

給
へ
 

る
 

所
 

を
 

說
 け
る
 
も
の
 
は
少
 
か
ら
 
ざ
り
 
し
か
 
ど
、
 
君
の
 
み
は
 
そ
 を
 行
 
ひ
た
り
」
 

と
。
 

廣
野
四
 

圍
に
人
 

を
 

招
く
 

時
、
 

誰
か
 

窩
 

中
に
 

潜
む
 

も
の
 

あ
ら
ん
 

や
。
 

果
樹
 

高
く
 

生
ひ
聳
 

ゆ
る
に
、
 

誰
か
 

種
子
 

を
 

地
に
 

播
 

き
て
 

そ
の
 

生
 

長
 

を
 

待
た
ん
 

と
す
る
 

も
の
 

あ
ら
ん
 

や
。
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

目
前
に
 

横
れ
 

る
 

磽
确
の
 

地
 

は
、
 

斷
 

崖
に
 

遮
ら
れ
て
 

日
 

を
 

仰
ぐ
 

事
 

稀
れ
 

に
、
 

冬
に
 

は
 

潤
 

寒
、
 

夏
に
 

は
 

湯
 

霧
、
 

加
 

ふ
る
に
 

住
民
 

稀
 

疎
に
 

し
て
 

鈍
 

劣
 

蠹
遲
、
 

彼
が
 

世
界
の
 

大
 

耳
に
 

訴
へ
、
 

人
生
て
 

ふ
大
 

オ
ル
ガ
ン
 

を
 

通
じ
て
 

傳
 

へ
ん
と
 

す
る
 

大
鵬
の
 

志
 

を
 

仲
ぶ
 

る
の
 

地
た
 

る
に
 

適
 

は
す
。
 

卽
ち
 

聲
を
勵
 

ま
し
て
 

彼
等
に
 

告
げ
て
 

曰
く
、
 

「
汝
等
 

自
ら
 

我
が
 

指
導
な
 

く
 

ん
ば
爲
 

す
な
き
 

を
 

云
 

ふ
。
 

さ
ら
ば
 

晏
 

然
と
し
て
 

往
け
。
 

力
な
き
 

も
の
 

は
 

義
務
 

あ
る
 

事
な
 

し
。
 

若
し
 

汝
等
 

に
し
て
 

あ
る
べ
き
 

道
に
 

進
む
 

事
 

能
 

は
す
ば
、
 

心
を
盡
 

し
て
 

唯
 

あ
る
が
 

ま
 

\ 
の
 

者
 

た
れ
ば
 

足
れ
り
。
 

身
 

魂
 

を
 

擧
げ
て
 

土
の
 

人
 

た
れ
」
 

と
。
 

彼
等
 
こ
れ
 
を
 聞
き
て
 
望
 を
 失
 ひ
、
 
悄
然
と
 
し
て
 
元
来
し
 
道
に
 
歸
り
 
去
れ
り
。
 

一
 五
 

不圖
 

打ち
 

見や
れば
、 

湖岸
の 

舟 上に
 

坐し
て 

ァグ
 

ネス
 

I 人 あり
。 

物に
 

聞き
惚れ
 

たる
 

人の
 

如く
、 

眼 を 定め
て 

何物
 

を か 

見
す
 

ゑ
た
り
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

近
づ
き
て
 

そ
の
 

故
 

を
 

問
へ
ば
、
 

眸
を
も
 

動
か
す
 

事
な
 

く
 

神
託
 

を
 

蒙
り
た
 

る
 

巫
女
の
 

如
く
 

語
る
。
 

「
犬
な
る
 
地
 彼
處
に
 
輝
け
 
り
。
 

あ
り
く
 

と
 空
に
 
描
か
れ
て
、
 

潮
 漲
り
、
 
波
浪
 
溢
れ
、
 



霧
の
 
裡
に
 
赫
耀
 
た
る
 
陽
の
 
光
を
昆
 
る
。
 

蓆
 紅
の
 
光
 あ
る
 
焰
、
 

雲
 か
-
る
 
山
の
 
顚
 
に
あ
り
。
 

と
 
兌
れ
ば
 
果
て
な
 
き
 荒
野
の
 
上
"
 

吹
き
す
 
さ
ぶ
 
嵐
の
 
中
に
、
 

椰
子
の
 
斡
 ゆ
が
み
た
 
わ
み
 
つ
 
X
，
 

淋
し
き
 
影
 を
 地
 
に
 落
す
 
所
、
 

新
た
に
 
成
れ
る
 
世
の
 
如
く
、
 

生
け
る
 
も
の
と
 
て
 は
 更
に
 
あ
ら
す
。
 

奇
 

し
き
 

纏
 

I そ
の
 

中
に
 

ど
よ
め
き
 

1
 つ
の
 
聲
 そ
の
 
心
を
傳
 
ふ
。
 

『
選
べ
 
無
 劫
の
 
失
 か
 得
 か
。
 

汝
の
 
事
業
 を
な
 
し
て
 
そ
の
 
痛
苦
に
 
堪
 
へ
よ
 
I
 

汝
 生
命
 
も
て
 
こ
の
 
新
 世
 を
滿
 
さ
^
る
 
可
ら
 
す
』
 
と
。
 

わ
が
 
心
の
中
に
、
 

我
 は
 新
た
な
る
 
力
の
 
湧
き
起
る
 
を
感
 
す
。
 

我
 は
 春
の
 
日
の
 
臨
む
 
を
 知
る
。
 

我
 は
 寄
せ
 
返
す
 
潮
を
覺
 
ゆ
。
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 

卷
 

我
が
 

心
 

は
 

廣
く
放
 

た
れ
て
 

世
界
 

を
 

も
 

そ
の
 

中
に
 

抱
 
 

く
 

一 つ
の
 
聲
 更
に
 
云
 ふ
、
 

この
ぶ 

『
汝
斯
 

世
に
 

生
命
 

を
滿
 

た
さ
 

ビ
る
 

可
ら
 

す
 

j
 

と
。
 

凡
そ
 
人
の
 
遂
 ぐ
る
 
凡
て
の
 
事
業
、
 醒

め
、
 

さ
 

や
き
、
 

振
 

ひ
、
 

語
り
つ
 

么、
 

宛
ら
 

直
下
に
 

生
れ
 

出
 

づ
と
ぞ
 

見
 

ゆ
る
。
 

我
 

又
 

高
く
 

王
の
 

座
に
 

『
彼
』
 

い
ま
す
と
 

見
る
 

—
—
 

い
ま
す
と
 

感
沪
。
 

『
彼
』
 

慈
悲
 

光
に
 

滿
 

ち
て
 

我
 

を
 

見
る
。
 

あ
し
た
 
 

U 
き 

晨
 

朝
の
 

氣
 

息
の
 

如
く
な
 

よ
め
 

か
し
き
 

輝
き
に
 

加
 

へ
 

て
、
 

死
 程
に
 
深
き
 
哀
憐
の
 
顔
 も
て
。
 

奇
 し
き
 
聲
 又
も
 
聞
 
こ ゆ

。
 

『
今
 
こ
そ
 
汝
に
形
 
あ
れ
。
 

選
べ
 
無
 劫
の
 
得
 か
 失
 か
。
 

汝
の
 

事
業
 

を
な
 

し
て
 

そ
の
 

痛
苦
に
 

堪
 

へ
よ
』
 

と
。
」
 

一
 六
 



知
ら
 

す
や
こ
れ
 

第
 

二
十
世
紀
 

を
 

生
ま
ん
 

と
す
る
 

產
 

褥
の
聲
 

な
る
 

を
。
 

我
等
 

心
 

耳
 

を
 

澄
し
 

手
 

を
お
 

き
 

添
へ
 

て
 

深
く
 

聽
 

く
 

時
、
 

こ
の
^
 

の
密
 

や
か
に
 

我
等
に
 

も
 

達
し
 

來
る
を
 

見
 

ざ
ら
ん
 

や
。
 

椰
子
の
 

み
ま
 

ば
ら
に
 

生
 

ひ
た
る
 

荒
野
に
、
 

新
た
な
る
 

生
命
 

を
 

起
さ
ん
 

は
、
 

時
代
 

が
 

我
等
の
 

衷
 

に
あ
り
 

て
 

叫
ぶ
 

所
な
 

り
。
 

荒
野
と
 

や
。
 

荒
野
 

は
 

我
等
の
 

衷
 

に
あ
り
。
 

我
等
の
 

衷
に
 

若
き
 

地
 

あ
り
、
 

斧
鉞
、
 

銶
鋤
サ
 

：：
： 

に
 

未
 

だ
 

入
ら
す
。
 

こ
 

\ 
に
 

神
聖
な
る
 

生
命
の
 

誕
生
 

は
 

企
て
ら
れ
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

ア
ダ
ム
 

は
 

新
た
に
 

生
れ
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

我
等
 

は
 

エ
リ
サ
べ
 

ス
を
 

訪
づ
れ
 

行
か
ん
 

と
す
る
 

處
女
 

マ
リ
ヤ
の
 

如
き
 

畏
懼
と
 

期
待
と
 

を
 

以
て
，
 

新
し
き
 

生
命
の
 

出
現
 

を
 

待
た
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

我
等
が
 
希
望
の
 
何
 ぞ
爾
く
 
若
く
 
し
て
 
輝
け
 
る
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
ァ
グ
 

ネ
ス
に
 

於
て
 

こ
の
 

希
望
の
 

權
化
を
 

見
、
 

新
し
き
 

決
意
 

も
て
 

叫
べ
り
。
 

「
完
全
に
 
自
己
 
を
充
實
 
せ
ん
 
事
、
 

こ
れ
 
人
間
の
 
正
し
き
 
機
 威
な
 
り
。
 

しぶ
き 

こ
の
 
他
 何
の
 
庶
幾
す
 
る
 所
ぞ
。
 

(
や
 

X 
沈
默
 

せ
る
 

後
)
 

自
己
 

を
充
實
 

す
る
と
 

や
。
 

し
か
も
 

父
母
 

傳
來
の
 

負
債
 

を
ば
 

如
何
に
す
べ
き
」
。
 

一七 

傳
來
の
 

負
債
 

を
 

如
何
す
べ
き
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

が
か
く
 

獨
語
 

ち
つ
 

X 
見
や
る
 

彼
方
に
、
 

老
い
さ
ら
 

ぼ
へ
 

し
 

一
人
の
 

老
婆
 

現
 

は
れ
ぬ
。
 

そ
 

の
 

近
づ
け
る
 

を
 

見
れ
ば
 

豈
に
 

計
ら
ん
 

や
 

こ
れ
 

彼
が
 

血
肉
の
 

母
な
 

ら
ん
と
 

は
。
 

こ
の
 

老
女
な
 

り
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

の
雙
お
 

に
拂
 

拭
す
 

ベ
か
ら
 

ざ
 

る
 負
債
 
を
 擔
 は
し
め
 
し
も
の
 
は
。
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

未
だ
 

幼
 

か
り
し
 

頃
な
 

り
き
。
 

秋
の
 

一
夜
、
 

父
 

死
し
 

母
 

は
 

病
床
に
 

あ
り
き
。
 

夜
に
 

紛
れ
て
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

父
の
 

死
^
に
.
 

ムに
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
黎
 
五
卷
 
 

二 
 

G
 

り
、
 

物
 

蔭
に
 

潜
み
て
、
 

聖
書
 

を
 

抱
き
つ
 

\ 
、
蠟
燭
 

の
 

黄
な
る
 

光
の
 

下
に
 

撗
 

は
れ
る
 

父
の
 

眠
り
 

何
ぞ
 

長
き
 

や
と
い
ぶ
 

か
れ
る
 

折
り
し
 

も
、
 

輕
き
跫
 

音
を
立
て
 

X 
一
人
の
 

女
 

忍
び
や
か
に
 

入
り
 

來
り
、
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

あ
る
に
 

は
心
附
 

か
す
し
て
、
 

死
者
の
 

衣
 

を
 

探
り
、
 

更
に
^
.
 

中
 

もと
 

を
 

探
り
、
 

窒
內
を
 

彼
 

處
此
處
 

索
め
 

盡
 

し
て
、
 

あ
ら
ん
 

限
り
の
 

貨
幣
 

を
 

奪
 

ひ
 

去
れ
る
 

を
 

見
き
。
 

こ
れ
 

彼
の
 

母
な
 

り
き
。
 

老
い
て
 

か
く
ま
で
 

墮
 

落
し
 

果
て
た
 

る
 

母
に
 

も
、
 

そ
の
 

妙
齢
な
る
 

時
に
は
 

又
 

華
や
か
な
る
 

夢
な
 

き
に
 

あ
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

彼
女
 

は
 

一
人
の
 

さ
と
 
 

せ
こ
 

若
き
 

曲 K
 

夫
 

を
 

愛
し
ぬ
。
 

然
る
に
 

そ
の
 

父
 

彼
女
に
 

論
し
て
 

云
 

ふ
 

「
若
き
 

農
夫
 

を
 

捨
て
 

\ 
他
に
 

嫁
げ
。
 

彼
 

は
 

白
 

頭
 

な
れ
 

ど
も
 

世
故
に
 

は
慣
 

れ
 

た
り
。
 

必
す
 

我
が
家
の
 

財
 

を
 

倍
加
す
べ
し
」
 

と
。
 

彼
女
 

は
 

美
し
 

け
れ
ど
も
、
 

愚
か
し
く
 

見
 

ゆ
る
 

胸
中
の
 

夢
 

を
 

容
易
に
 

捨
て
去
り
て
、
 

唯
々
 
と
し
て
 
父
の
 
意
に
 
從
 ひ
ぬ
。
 

然
る
に
 

事
 

望
み
と
 

違
 

ひ
、
 

家
財
 

は
 

些
か
 

も
 

殖
え
ざ
る
 

に
、
 

彼
女
 

は
 

そ
の
 

靑
春
を
 

老
齢
の
 

夫
の
 

爲
 

め
に
 

犧
牲
 

に
せ
ざ
る
 

可
ら
ざ
る
 

の
 

けみ 

悲
境
 

を
閲
 

し
ぬ
。
 

彼
女
の
 

爲
 

す
べ
き
 

唯
一
 

事
 

は
、
 

徐
ろ
に
 

そ
の
 

夫
の
 

死
 

を
 

待
ち
て
、
 

遣
 

産
の
 

凡
て
 

を
 

奪
 

ふ
に
 

あ
り
き
。
 

か
く
の
 

如
く
し
て
 

こ
の
 

母
 

は
 

そ
の
 

靈
性
を
 

塵
に
 

委
し
ぬ
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
子
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

靈
 

性
に
 

醫
す
 

可
ら
ざ
る
 

傷
を
與
 

へ
ぬ
。
 

今
 

や
 

こ
の
 

母
 

ブ
ラ
ン
 

ド
 

に
 

來
り
會
 

し
 

て
 

云
 

ふ
、
 

「
故
な
 

く
そ
の
 

生
命
 

を
輕
す
 

る
 

勿
れ
。
 

そ
 

は
汝
の
 

生
命
 

は
 

こ
 

の
 

母
が
 

付
與
 

せ
し
 

も
 

の
に
し
 

ゎづか 

て
、
 

一
族
の
 

中
生
 

殘
 

せ
る
 

は
 

纔
に
汝
 

の
み
。
 

更
に
 

我
が
 

汝
に
 

遣
す
 

の
 

財
 

を
 

愛
護
せ
 

よ
。
 

汝
は
 

我
が
 

財
貨
 

を
汝
に
 

遣
す
 

に
 

酬
い
て
、
 

わ
 

が
爲
 

め
に
 

わ
が
 

死
 

床
に
 

最
後
の
 

祈
禱
 

を
な
 

さ
 

V 
る
 

可
ら
 

す
。
 

我
 

は
 

自
ら
 

破
棄
し
た
 

る
靈
 

魂
の
 

爲
 

め
に
 

祈
る
べ
き
 

善
知
識
 

を
 

得
ん
 

事
 

を
 

期
し
て
 

汝
に
儈
 

職
 

を
 

選
び
た
 

る
な
 

り
」
 

と
。
 

一八 

ブ
ラ
ン
ド
、
 

フ
ヨ
 

I 
ド
の
對
 

岸
に
 

瀕
死
の
 

人
の
 

床
邊
に
 

侍
し
て
 

後
、
 

俯
 

首
し
て
 

そ
の
 

家
 

を
 

出
で
 

来
り
し
 

は
 

何
故
 

ぞ
。
 

彼
 

は
 

彼
處
に
 

殘
 

さ
れ
た
 

る
 

二
 

孤
 

兒
の
上
 

を
 

思
 

ひ
た
れ
ば
 

な
り
。
 

二
 

孤
兒
に
 

パ
ン
 

を
與
 

ふ
る
 

父
の
 

亡
き
に
 

至
り
し
 

を
 

思
へ
 

る
に
 

は
 

あ
ら
す
。
 

か
の
 

二
 



孤
兒
が
 

恐
怖
の
 

眼
 

を
 

張
っ
て
、
 

そ
の
 

父
が
 

乳
兒
を
 

殺
し
、
 

尋
で
 

自
ら
 

殺
せ
る
 

を
 

目
擊
 

し
つ
、
 

あ
り
し
 

を
 

忍
 

ひ
、
 

n
 

，し
 

幼
時
の
 

2
^
 

よ
 

り
、
 

痛
慘
の
 

念
に
 

驅
ら
れ
 

た
る
が
 

故
な
 

り
。
 

,v
 
は
く
 
 

く 
る 

こ
の
 

素
帛
の
 

如
き
 

ニ
侗
.
 

の
靈
 

魂
の
 

上
に
、
 

醜
き
 

汚
點
は
 

深
く
 

染
め
ら
れ
た
り
。
 

例
へ
ば
 

そ
の
 

ニ
兒
長
 

じ
て
 

K
 

つ
 

老
い
，
 

^
^
し
て
 

歩
む
 

に
 

至
る
 

と
も
、
 

か
の
 

汚
點
は
 

永
久
に
 

消
え
す
。
 

嗚
呼
 

相
傳
の
 

罪
過
 

何
處
 

に
か
 

そ
の
 

尤
め
 

を
歸
 

す
べ
き
。
 

「
我
 

生
け
り
」
 

て
ふ
^
 

句
 

の
 

中
に
は
、
 

山
積
せ
 

る
 

罪
の
 

餘
蘖
 

あ
る
な
 

り
。
 

然
る
に
 

人
 

は
 

輕
き
心
 

も
て
 

平
然
と
し
て
 

生
活
の
 

舞
臺
に
 

跳
躍
し
、
 

永
劫
に
 

瓦
り
 

て
 

地
 

球
の
 

表
面
 

を
喑
 

か
ら
し
む
べ
き
 

行
爲
を
 

犯
し
、
 

そ
の
子
 

孫
に
 

重
々
 

の
 

負
 

擔
を
殘
 

し
て
、
 

恬
然
と
 

し
て
 

知
ら
ざ
る
 

が
 

如
き
 

は
何
ぞ
 

や
。
 

內
觀
の
 

力
 

鋭
敏
な
る
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
、
 

こ
の
 

畏
懼
す
べ
き
 

世
相
に
 

對
 

し
て
、
 

鐡
の
 

如
き
 

そ
の
 

頭
 

宵
 

を
 

垂
れ
て
 

苦
 

思
す
 

る
を
禁
 

す
る
 

能
 

は
 
ざ
り
 
し
な
り
。
 

一
九
 

然
る
に
 

何
事
 

ぞ
。
 

こ
 

は
 

又
 

ブ
ラ
ン
ド
 

自
身
に
 

も
 

免
る
 

可
ら
ざ
る
 

運
命
な
 

ら
ん
と
 

は
。
 

母
 

は
 

彼
の
 

靈
魂
を
 

四
 

裂
せ
 

り
。
 

し
か
も
な
 

ほ
 

强
 

ひ
る
に
、
 

謹
み
て
 

そ
の
 

財
貨
 

を
 

護
り
、
 

死
 

床
に
 

侍
し
て
 

そ
の
 

靈
を
 

天
上
に
 

送
る
 

の
 

祈
 

を
な
 

さ
ん
 

事
 

を
 

以
て
す
。
 

父
母
 

は
 

そ
の
 

脫
ぎ
 

捨
て
た
 

る
 

衣
 

を
處
理
 

す
べ
き
 

執
事
 

を
 

以
て
 

そ
の
子
に
 

擬
 

せ
ん
と
す
 

る
 

や
。
 

こ
れ
 

猶
 

つ
 

忍
ぶ
べ
し
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

自
ら
 

任
じ
て
 

母
が
 

殘
 

せ
る
 

負
債
 

を
雙
 

肩
に
 

擔
ふ
 

べ
し
。
 

彼
女
 

は
 

神
に
 

よ
っ
て
 

附
託
せ
ら
れ
 

た
る
 

靈
性
を
 

蹂
躪
し
、
 

人
々
 

が
 

出
 

や
-
と
 

共
に
 

胸
中
に
 

抱
け
 

る
 

神
の
 

面
影
 

を
 

塵
と
 

黴
と
 

に
 

委
し
、
 

嘗
て
 

は
 

天
に
 

翔
け
る
 

の
 

翼
 

を
 

有
せ
し
 

靈
 

魂
を
拉
 

し
て
 

卑
陋
の
 

地
に
 

陷
れ
し
 

は
、
 

皆
 

こ
れ
 

そ
の
 

母
が
 

神
に
 

負
へ
 

る
 

借
 

債
 

な
れ
 

ど
も
、
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
敢
て
 

進
ん
で
 

こ
れ
 

を
 

己
れ
 

が
 

n5
 

上
に
 

ね
ぶ
べ
し
。
 

化
の
 

胸
屮
 

に
あ
り
 

て
 

汚
さ
れ
 

躏
ら
れ
 

た
る
 

祌
は
、
 

彼
の
 

意
志
に
 

よ
り
て
 

洗
 

は
れ
て
 

淨
く
 

立
つ
べ
し
。
 

そ
 

は
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

爲
し
 

W
 

る
 

所
な
 

り
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

全
く
 

靈
魂
を
 

失
 

ひ
 

去
れ
る
 

は
、
 

こ
れ
 

負
債
に
 

あ
ら
す
 

罪
に
 

し
て
、
 

失
へ
 

る
 

も
の
 

先
づ
 

悔
悛
し
て
 

そ
の
 

復
歸
を
 

企
つ
 

る
に
 

あ
ら
 

ざ
れ
ば
、
 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
ニ
 

救
 は
る
べ
き
 
道
 は
 あ
ら
す
、
 
親
子
の
 
愛
 も
 
亦
 無
益
な
 
り
。
 

そ
 

を
 

聞
き
た
 

る
 

母
 

は
 

驚
愕
し
て
 

い
ふ
、
 

「
さ
ら
ば
 

そ
の
 

悔
悛
の
 

道
 

は
 

如
何
に
す
べ
き
/
 

ブ
ラ
ン
ド
 

答
へ
 

て
い
ふ
 

「
母
上
の
 

世
 

を
 

去
り
 

給
 

ふ
 

時
、
 

愛
で
 

給
 

ふ
 

も
の
 

は
 

凡
て
 

こ
れ
 

を
 

捨
て
、
 

ヨ
ブ
の
 

如
く
 

灰
 

を
 

被
り
て
 

墓
に
 

入
り
 

給
へ
，
 

T
 

母
 

「
か
の
 

財
貨
 

も
 

か
」
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
最
 

後
の
 

一
 

厘
に
 

至
る
 

ま
で
」
 

然
り
、
 

苟
も
 

償
 

は
ん
と
 

欲
せ
ば
 

最
後
の
 

一
 

厘
に
 

至
る
 

ま
で
 

償
 

は
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

凡
て
 

か
 

無
 

か
。
 

躊
躇
す
 

る
 

も
の
 

は
 

立
ち
 

ど
こ
ろ
 

に
 

滅
び
ん
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

最
も
 

酷
烈
な
る
 

言
辭
 

も
て
、
 

最
も
 

誠
意
 

あ
る
 

愛
着
 

を
 

語
れ
る
な
 

り
。
 

さ
れ
 

ど
 

母
 

は
こ
れ
 

に
耐
へ
 

ざ
り
 

き
。
 

す
ご
^
 
(\ 
と
歸
り
 
行
く
 
姿
 を
 目
送
し
 
つ
 \
、
 
悵
 然
と
し
て
 
ブ
ラ
 
ン
ド
は
 
歎
す
 
ら
く
、
 

r
 

然
り
、
 

子
 

は
 

母
の
 

近
く
に
 

あ
ら
ん
。
 

呼
び
お
 
こ
し
 
給
 は
 
ビ
彼
必
 
す
 聞
き
漏
ら
 
さ
じ
。
 

そ
の
 

手
 

を
 

伸
べ
 

給
 

は
ビ
、
 

そ
の
 

手
 

冷
た
く
 

朽
ち
果
て
 

た
る
 

後
な
 

り
と
 

も
、
 

な
ほ
 

そ
の
子
の
 

胸
 

そ
 

を
 

抱
き
 

し
む
べ
し
」
 

二
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

の
 

覺
醒
は
 

そ
の
 

母
に
 

遇
へ
 

る
 

事
に
 

よ
り
て
 

更
に
 

新
し
き
 

衝
動
 

を
 

受
け
た
り
。
 

今
に
 

至
る
 

ま
で
 

彼
は
大
 

な
る
 

世
界
に
 

於
て
 

の
み
 
犬
な
る
 
事
業
 
は
 行
 は
る
べ
し
 
と
 思
惟
せ
 
し
が
、
 
そ
の
 
母
に
 
於
て
 
渾
身
の
 
全
力
 
を
 振
 
ふ
に
 
値
す
る
 
事
業
 
あ
る
 
を
 知
り
て
、
 
己
れ
 
に
 

適
 
ひ
た
り
と
 
見
 ゆ
る
 
舞
臺
を
 
ノ
ル
 
ゥ
 
H
I
 
北
 邊
の
堆
 
雪
の
 
中
に
 
も
 
見
出
し
 
得
べ
き
 
を
 悟
る
 
に
 至
り
ぬ
。
 

世
よ
り
 
は
 遠
く
 
懸
隔
し
、
 

日
 

^くど 

光
 幽
か
に
 
雲
 を
 沁
み
 
出
で
-
 
-、 

そ
の
 
現
 は
る
.
^
 
ゃ
遲
 
く
、
 
そ
の
 
隱
る
 
 >- 

や
 早
き
 
谷
間
の
 
确
 土
の
 
中
に
、
 
彼
が
 
家
 は
 設
け
ら
 
る
べ
 
し
。
 

き
 
 

4 め
づ
か
 
 

£ こと 

劍
を
拔
 
い
て
 
地
を
斫
 
る
て
 
ふ
 瓧
士
の
 
態
度
 
は
 救
世
の
 
聖
 業
に
 
何
の
 
與
る
所
 
か
 あ
ら
ん
。
 
誡
に
洵
 
に
 謹
み
て
 
鍬
 を
 握
り
 
得
る
 
の
 手
 は
 

, 



こ
丄
 
直
ち
に
 
贖
罪
の
 
業
に
 
任
じ
 
得
る
 
の
 手
な
 
り
。
 
耍
は
ー
 
つ
の
 
意
志
 
あ
る
の
 
み
。
 
意
志
 
を
 
將
て
牌
 
札
と
 
な
し
、
 

祌
の
.
 手
 を
し
て
 
そ
の
 

上
 
に
 文
字
 
を
 書
か
 
し
む
る
 
に
あ
り
。
 

您
ひ
 一
度
び
 
こ
-
 -
に
 
至
る
 
や
、
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
か
の
 
失
望
し
て
 
彼
よ
り
 
去
り
 
行
き
し
 
一
群
の
 
村
民
の
 
懇
請
に
 
應
じ
、
 
永
く
 
そ
の
 
地
に
 
お
 

り
て
 
女
 民
の
 
事
業
に
 
膺
 る
の
 
決
心
 
を
 成
し
ぬ
。
 
而
 し
て
 
ァ
グ
 
ネ
ス
 
亦
 ブ
ラ
 
ン
ド
と
 
志
 を
 共
に
 
せ
り
 

J ア
イ
ナ
 
ァ
彼
欠
 
を
逐
 
う
て
 
來
り
、
 

甘
言
 
喃
言
 
お
 さ
 
に
 誘
引
の
 
情
 を
 致
し
、
 
そ
の
 
ブ
ラ
ン
ド
 
と
共
に
 
あ
る
の
 
不
幸
 
を
 
主
張
し
、
 
己
れ
 
に
 從
ひ
來
 
る
 
の
 冬
；
 1
 を
說
 
き
て
 
已
ま
 

ブ
ラ
ン
ド
 
亦
 彼
女
の
 
決
意
が
 
艱
難
 
を
經
來
 
つ
て
 
或
は
 
渝
 ら
ん
 
事
 を
 恐
れ
、
 
そ
の
 
生
活
 
は
晚
 
秋
の
 
漸
く
 
老
い
て
 
冬
な
 
ら
ん
と
 
す
ろ
^
 

寞
 た
る
 
も
の
な
る
 
を
吿
 
ぐ
る
 
や
、
 彼
女
 
は
 毅
然
と
し
て
 
徐
ろ
に
 
立
ち
上
り
な
が
ら
 
云
 
ふ
、
 
「
死
 を
經
て
 
進
ま
ん
、
 
死
の
 
巾
に
 
進
ま
ん
。
 

薔
薇
の
 
色
な
 
せ
る
 
曙
光
 
彼
 處
に
見
 
ゆ
」
 
と
。
 

二
 

一
 

「
ブ
ラ
ン
ド
 

一 は
 最
上
の
 
瞬
間
に
 
於
け
 
る
 我
な
 
り
と
 
イ
ブ
セ
ン
 
は
 そ
の
 
友
に
 
書
け
 
り
。
 
彼
の
 
こ
の
 
戯
曲
 
を
 草
す
 
る
 
や
、
 
机
上
に
 
あ
る
 

玻
璃
 
K
 中
に
 
一
尾
の
 
§
ビ
 養
 
ひ
き
。
 
而
し
 
て
こ
の
 
死
毒
 
を
裹
 
め
る
 
小
蟲
、
 
時
に
 
毒
液
の
 
分
泌
 
度
 を
 超
え
ん
 
と
す
る
 
に
 遇
 
ひ
て
 
悶
 ゆ
る
 

を
 見
る
 
や
、
 
不
平
 
骯
 薪
の
 
詩
人
 
は
卽
ち
 
果
實
の
 
一
片
 
を
 取
っ
て
 
こ
れ
 
を
授
與
 
す
れ
ば
、
 
蝎
は
 
驀
地
に
 
こ
れ
に
 
躍
り
 
か
"
 
り
、
 
^
汁
 
を
 

め 产ぇ い 

放
射
し
 
終
り
て
 
再
び
 
安
き
 
も
の
 

\ 
如
し
。
 

ァ
 
リ
ツ
 
キ
ヤ
の
 
夏
、
 
綠
葉
歷
 
々
の
 
影
を
投
 
す
る
 
空
 $
f
 
 ：& 太

^
-
に
^
:
 
列
な
る
 
巧
^
 
火
の
^
 

き
 
太
陽
の
 
光
の
 
下
に
 
筆
を
呵
 
し
つ
-
、
 
時
々
 
首
を
囘
 
ら
し
て
 
こ
の
 
激
し
き
 
不
平
 
兒
に
 
栗
實
の
 
小
片
 
を
與
 
へ
、
 
默
 し
て
 
そ
の
 
は
 

を
 

見
守
り
た
 
る
 彼
が
 
風
貌
 
想
 見
す
 
ベ
か
ら
 
す
 や
。
 
果
然
 
彼
 は
 蝎
に
敎
 
へ
ら
れ
て
 
曰
へ
 
り
、
 

「
『
ブ
ラ
ン
ド
』
 
は
 我
が
 
實
驗
 
し
た
る
 
(
單
 
に
觀
 
察
し
た
 
る
に
 
は
 あ
ら
す
)
 
或
る
 

の
 結
^
と
 
し
て
 
現
 は
れ
た
 
る
な
 
り
。
 
我
が
^
 
心
に
 
あ
 



有
 

鳥
 

武
郎
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

四
 

り
て
 

經
驗
し
 

終
り
し
 

そ
の
 

者
に
 

詩
形
 

を
陚
與
 

し
て
 

放
捨
 

せ
ん
 

事
 

は
、
 

我
に
 

取
り
て
 

は
 

必
要
事
た
り
。
 

一
た
 

び
 

放
捨
す
 

、
『
ブ
ラ
ン
ド
 

J
 

は
復
た
 
我
に
 
興
味
 
あ
る
 
事
な
 
し
。
」
 

然
り
蝎
 

は
 

そ
の
 

毒
 

を
 

放
射
し
て
 

又
關
 

知
せ
 

ざ
る
 

も
の
 

\ 
如
く
な
 

り
し
が
、
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
は
 

遂
に
 

家
 

言
の
 

放
 

膽
を
實
 

に
す
 

る
 

能
 

は
 

ざ
り
 

き
。
 

實
に
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
は
 

『
死
者
の
 

復
活
せ
 

る
 

時
』
 

を
 

世
に
出
せ
 

し
晚
 

年
に
 

於
て
も
 

尙
 

一
 

個
の
 

ブ
ラ
 

ン
ド
に
 

外
な
ら
 

ざ
り
 

し
が
 

故
な
 

り
。
 

ブ
ラ
 

ン
ド
に
 

於
て
 

表
徵
 

せ
ら
れ
た
 

る
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
は
、
 

或
は
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
が
 

放
射
し
た
 

り
て
 

ふ
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
、
 

自
ら
 

知
ら
ざ
る
 

一
 

の
 

使
命
 

を
 

帶
ぴ
て
 

世
に
 

臨
め
り
。
 

彼
 

は
 

南
方
の
 

文
明
が
 

死
に
 

瀕
せ
る
 

を
 

見
、
 

南
方
 

文
明
の
 

支
配
せ
 

る
 

民
衆
が
 

解
體
 

せ
ん
と
す
 

る
 

を
 

知
れ
り
。
 

世
 

は
扳
を
 

裏
返
す
 

が
 

如
く
 

反
轉
 

せ
ざ
る
 

可
ら
 

す
、
 

彼
は
少
 

く
と
 

も
こ
れ
 

を
感
覺
 

せ
り
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

宣
 

傳
の
爲
 

め
に
 

一
生
 

を
 

賭
し
て
 

か 
た
ち
 
 

らい
て.
 
S
 
 

や、
 

立
て
り
。
 

そ
の
 

容
は
 

日
月
、
 

そ
の
 

聲
は
 

雷
霆
、
 

そ
の
 

目
的
の
 

遂
行
の
 

爲
 

め
に
 

は
 

そ
の
 

眼
 

淚
を
絕
 

ち
、
 

そ
の
 

心
 

夢
 

を
 

知
ら
す
。
 

動
 

も
す
 

れ
ば
 

憤
激
し
、
 

そ
の
 

憤
激
 

は
 

夢
 

死
の
 

徒
を
摺
 

伏
す
 

る
に
 

足
れ
り
。
 

し
か
も
 

そ
の
 

世
 

を
 

覆
へ
 

し
 

人
 

を
 

改
め
た
 

る
の
 

後
、
 

何
事
 

を
な
 

す
べ
 

き
か
に
 

至
っ
て
 

は
 

自
ら
 

も
茫
 

と
し
て
 

知
る
 

所
な
 

し
。
 

偶
々
 

彼
 

は
 

民
衆
 

を
 

率
ゐ
て
 

神
に
 

歸
 

ら
し
む
 

る
を
說
 

け
ど
 

も
、
 

そ
の
 

神
の
 

何
者
な
 

る
か
 

は
 

自
ら
 

知
る
 

所
な
 

き
な
り
。
 

こ
の
 

時
に
 

當
 

り
て
 

彼
に
 

理
想
の
 

閃
 

影
 

を
 

示
せ
る
 

者
 

は
か
 

の
 

可
憐
の
 

處
 

女
ァ
グ
 

ネ
ス
な
 

り
き
。
 

ニ
ニ
 

ァ
グ
 

ネ
ス
が
 

湖
畔
に
 

獨
 

坐
し
、
 

眸
を
も
 

動
か
さ
す
 

し
て
 

獨
語
 

せ
る
 

時
、
 

(一
 

五
參
 

照
)
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

始
め
て
 

幻
覺
 

よ
り
 

覺
め
 

た
る
 

如
く
 

自
己
の
 

立
脚
地
 

を
 

物
色
し
 

得
た
 

る
 

を
 

感
じ
た
り
。
 

而
 

し
て
、
 

こ
の
 

ァ
グ
 

ネ
ス
こ
 

そ
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
が
輕
 

侮
 

巳
む
な
 

き
 

南
方
 

文
明
の
 

中
よ
り
 

獲
 

来
れ
る
 

一
典
 

型
な
る
 

に
 

至
っ
て
 

は
、
 

自
然
の
 

配
合
 

も
 

亦
 

皮
肉
な
 

り
と
 

謂
 

ふ
べ
 

し
。
 

南
歐
の
 

地
に
 

着
想
 

せ
ら
れ
て
、
 

更
に
 

南
 

歐
の
臭
 

味
を
傳
 

へ
す
 

と
稱
 

せ
ら
る
 

i 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

に
、
 

諦
視
 

す
れ
ば
 

南
方
の
 

分
子
 

明
ら
 

さ
ま
に
 

含
蓄
 

せ
ら
る
、
 

を
 

了
知
す
べ
し
。
 

農
夫
 

然
 

り
，
 

ア
イ
 

ア
ナ
 

然
り
、
 

而
 

し
て
 

ァ
グ
 

ネ
ス
に
 

至
っ
て
 

は
 

そ
の
 

最
 

た
る
 

も
の
な
 

り
。
 



イ
プ
セ
ン
 

が
そ
の
 

戲
 

曲
の
 

構
成
に
 

必
す
 

相
對
峙
 

せ
る
 

二
人
の
 

女
性
 

を
 

用
 

ひ
、
 

一
は
 

不
礙
 

奔
放
な
る
 

現
代
的
 

女
性
に
 

し
て
、
 

他
 

は
^
 

順
貞
眞
 

な
る
 

舊
世
的
 

女
性
な
る
 

は
 

世
旣
に
 

定
評
 

あ
り
。
 

而
 

し
て
 

「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

の
 

女
性
 

も
 

亦
 

こ
の
 

二
 

の
忭
^
 

に
よ
っ
て
 

代
^
せ
ら
 

る
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
と
 

ゲ
ル
 

ド
是
れ
 

な
り
。
 

而
 

し
て
 

謂
 

ふ
ま
で
 

も
な
 

く
ゲ
 

ル
ド
 

は
 

近
代
的
 

代
表
者
に
 

し
て
、
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は
 

お
 

文
明
に
 

場
す
 

る
 

も
の
な
 

り
。
 

唯
 

こ
の
 

戲
 

曲
に
 

於
て
 

は
 

近
代
 

文
明
 

を
 

代
表
す
 

る
 

も
の
 

は
 

最
も
 

原
始
的
に
 

蕪
雜
 

粗
野
の
 

典
 

刑.
 

-
に
 

選
び
、
 

g
 

文
明
 

を
 

代
^
 

す
る
 

も
の
 

は
 

最
も
 

精
練
せ
ら
れ
 

た
る
 

優
秀
の
 

典
型
に
 

選
び
た
 

る
の
 

點
に
 

於
て
，
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
が
後
 

來
社
舍
 

劇
に
 

用
 

ひ
た
る
 

選
棵
^
 

ゥ
ぼ
 

ね
反
對
 
な
る
と
 
好
 箇
の
對
 
照
 を
な
 
す
 も
の
と
 
す
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は
ォ
 

ー 
ソ 

ド
ッ
ク
 

ス
の
 

貞
操
 

を
 

知
り
、
 

自
己
 

を
 

滅
却
し
て
 

美
し
く
 

活
 

く
る
 

舊
き
 

女
性
の
 

處
世
 

法
に
 

據
り
、
 

^
仰
 

を
：
 

無
限
の
 

心
靈
的
 

到
達
 

地
と
 

な
し
て
、
 

信
仰
の
 

上
に
 

更
に
 

懷
疑
を
 

加
 

へ
ん
と
 

す
る
 

ゲ
 

ル
ド
の
 

如
く
な
ら
 

す
。
 

一
た
 

び
 

享
受
し
た
 

る
 

感
激
 

の
 

鞏
固
に
 

し
て
、
 

終
世
 

渝
る
 

事
な
 

き
 

執
着
 

は
、
 

近
世
 

的
 

女
性
の
 

點
々
 

飛
躍
、
 

曆
々
 

階
を
經
 

上
っ
て
 

飽
く
を
 

知
ら
ざ
る
 

に
 

比
す
れ
ば
^
 

世
の
 

感
 

あ
り
。
 

家
庭
 

を
 

神
の
 

宮
の
 

如
く
し
、
 

そ
の
子
 

を
 

神
の
 

子
の
 

如
く
す
 

る
 

彼
女
が
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

師
表
と
 

な
り
し
 

を
 

思
へ
 

し 

イ
ブ
セ
ン
の
 

み
な
ら
ん
 

や
。
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

み
な
ら
ん
 

や
。
 

新
し
き
 

文
明
 

は
 

常
に
 

此
の
 

如
き
 

舊
 

文
明
と
の
 

混
淆
 

錯
^
 

を
 

以
て
、
 

そ
の
 

幕
 

を
 

開
き
 

行
く
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

幕
 

は
必
す
 

矛
盾
の
 

悲
劇
に
 

閉
 

さ
れ
、
 

第
 

I 
一
幕
に
 

於
て
 

稍
 

M 
調
 

ひ
た
る
 

情
景
 

を
點
 

出
し
 

來
る
 

な
り
。
 

請
 
ふ
 我
 を
し
て
 
更
に
 
筆
 を
 進
め
し
 
め
よ
。
 

ニ
ミ
 

嘗
て
 

ボ
ス
ト
ン
の
 

一
老
 

擧
者
、
 

道
に
 

伊
太
利
の
 

勞
働
 

者
が
 

樓
衣
を
 

纏
う
て
 

勞
役
 

せ
る
 

を
 

見
、
 

黯
 

然
と
し
て
 

一
詩
 

を
娬
 

せ
り
。
 

そ
の
 

あ 
3
 
 

さ 
it

 
詩
 

意
に
 

曰
く
 

T
 

噫
嘻
 

滅
亡
し
 

去
り
た
 

る
 

古
代
 

大
帝
 

國
の
 

民
、
 

遠
く
 

海
 

を
 

越
え
て
 

不
知
の
 

異
郷
に
 

徨
 

ひ、
：：
： 

に
 

K
 

な
 

化
す
。
 

见
ょ
、
 

彼
^
に
 

葸
罵
 

せ
る
 

も
の
 

は
シ
セ
 

。 
の
 

額
 

を
 

有
し
、
 

彼
處
に
 

困
憊
せ
 

る
 

も
の
 

は
ケ
ト
 

1 
の
 

眼
 

を
 

有
し
、
 

彼
處
 

に
土
壤
 

を
摧
 

け
る
 

も
の
 

は
シ
 

ー 
ザ
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 六
 

1 
の
 鼻
 を
 有
す
。
 
而
 し
て
 
シ
セ
 

a 
を
 出
し
、
 
ケ
ト
〜
 
を
產
 
み
、
 

シ
 
ー 
ザ
 
ー 
を
 育
て
た
 
る
 大
帝
 
國
の
跡
 
今
 安
く
に
 
あ
り
 
や
。
 
噫
嘻
 
蒼
茫
 

と
し
て
 
時
は
往
 
く
。
 
こ
の
 
悵
み
を
 
如
何
」
 

と
。
 
こ
の
 
老
舉
者
 
は
羅
馬
 
大
帝
 
國
を
 
以
て
、
 
地
を
拂
 
つ
て
 
空
し
き
 
に
歸
 
せ
る
 
者
な
 
り
と
 
信
 

じ
き
。
 

焉
ん
ぞ
 

知
ら
ん
、
 

こ
の
 

大
帝
 

國
の
喑
 

影
 

は
 

儼
然
と
し
て
 

今
 

も
 

我
等
の
 

上
に
 

臨
み
、
 

我
等
が
 

自
ら
 

誇
り
て
 

新
ら
 

し
き
 

基
礎
の
 

上
 

き
ょ
ぜ
ん
 
 

わら 

に
 立
て
り
 
と
い
 
ふ
 時
、
 
歷
史
て
 
ふ
 老
爺
 
は
遽
 
然
と
し
て
 
そ
の
^
 
臭
の
 
自
負
 
を
 
且
つ
 
笑
 
ひ
 且
つ
 
哂
 
へ
る
 
を
。
 

こと
 

さ 

さ
ら
ば
 
羅
馬
 
大
帝
 
國
の
喑
 
影
と
 
は
何
ぞ
 
や
、
 
余
 は
 故
ら
 
に
 暗
影
と
 
い
 
へ
る
 
語
 を
 用
 
ひ
て
、
 
そ
の
 
內
容
 
の
朧
 
ろ
な
る
 
嗜
示
 
を
な
 
せ
る
 

に
 過
ぎ
す
 
と
雖
 
も
、
 
そ
の
 
事
た
 
る
 全
く
 
捕
捉
す
べ
か
ら
ざ
る
 
架
空
 
事
に
 
も
 
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 
試
み
に
 
新
 文
明
の
 
下
に
 
住
め
り
 
と
 自
任
 

す
る
 
我
等
が
、
 

一
 事
に
 
就
て
 
或
は
 
思
考
し
 
或
は
 
行
爲
 
す
る
 
時
、
 不
知
 
不
識
の
 
間
に
 
我
等
 
を
 掣
肘
 
せ
ん
と
す
 
る
 も
の
 
は
こ
の
 
喑
影
 
な
り
。
 

そ
の
 
暗
影
の
 

一
 は
 我
等
の
 
有
す
る
 
國
家
觀
 
念
な
 
り
。
 
羅
馬
 
人
は
國
 
家
な
る
 
觀
 念
に
 
關
 し
て
 
强
烈
 
無
比
な
る
 

一
 つ
の
 
系
統
 
を
與
 
へ
た
 

り
。
 
彼
等
に
 
取
り
て
 
は
國
家
 
は
絶
對
 
的
と
 
も
稱
 
す
べ
き
 

一
 の
 存
在
に
 
し
て
、
 
そ
の
 
存
在
の
 
保
障
の
 
爲
 め
の
 
故
に
 
は
、
 
殆
 ん
ど
爲
 
さ
^
 

る
 所
な
 
か
り
き
。
 
自
由
 
を
 極
端
に
 
疾
呼
し
た
 
る
 時
 も
、
 
壓
抑
 
を
容
捨
 
な
く
 
強
行
し
た
 
る
 時
 も
、
 
そ
 
は
 共
に
 
阈
 家
の
 
存
立
 
隆
 興
に
 
資
せ
 

ん
が
爲
 
め
な
 
り
し
 
を
 知
ら
ざ
る
 
可
ら
 
す
 C 

そ
の
 
主
義
 
そ
の
も
の
 
が
ー
 
の
 價
値
を
 
以
て
 
働
き
た
 
る
に
 
は
 あ
ら
す
 
し
て
、
 
主
義
の
 
背
後
に
 

は
 常
に
 
國
 家
て
 
ふ
 最
後
 
目
的
が
 
潜
在
し
 
つ
 
X 
あ
り
し
 
な
り
。
 
國
 家
は
實
 
に
か
 

X 
る
 主
義
て
 
ふ
 
一
時
的
 
方
策
の
 
上
に
 
超
越
し
て
、
 

そ
の
 

威
力
 
を
 振
 
ふ
の
 
特
權
を
 
有
す
る
 
も
の
と
 
思
考
さ
れ
 
た
り
。
 

こ
の
 
大
帝
 
國
が
 
生
み
出
し
 
た
る
 
幾
多
の
 
風
雲
 
兒
は
、
 
そ
の
 
經
綸
を
 
行
 
ひ
、
 

野
心
 
を
滿
 
足
す
 
る
に
 
於
て
、
 
敢
て
 
爲
さ
ビ
 
る
な
 
き
の
 
擧
に
 
出
で
 
し
が
 
如
き
 
も
、
 
國
 家
て
 
ふ
 
一
 の
 力
の
 
前
に
 
は
 彼
等
 
は
 
母
の
 
膝
に
 
倚
る
 

一
箇
の
 
赤
兒
 
た
る
の
 
觀
 あ
り
き
。
 

而
 し
て
 
そ
の
 
弊
の
 
極
ま
る
 
所
、
 
扠
隸
 
と
、
 
奸
 商
と
、
 
貧
し
き
 
農
夫
と
、
 
驕
奢
 
窮
 り
な
き
 
責
 族
と
、
 

暴
戾
 
な
る
 
兵
士
と
、
 
節
操
な
 
き
攀
者
 
と
 
は
 生
じ
 
來
れ
 
り
。
 
而
 し
て
 
獨
り
羅
 
馬
 大
帝
 
國
は
 
タ
リ
 

ー 
ト 島

の
 
ミ
ノ
 
ト 

ー 
ル
の
 
如
く
、
 
凡
て
 

の
 靑
春
を
 
喰
ひ
盡
 
し
て
 
毬
の
 
如
く
 
肥
え
た
り
。
 

而
 し
て
 
我
等
 
は
喑
々
 
裡
 
に
こ
の
 
暗
影
の
 
下
に
 
あ
り
。
 
 

- 



そ
の
 

喑
 

影
の
 

二
 

は
 

勝
者
と
 

敗
者
と
の
 

確
 

別
な
 

り
。
 

羅
 

馬
の
 

人
民
 

は
 

イ
ス
ラ
 

H 
ル
の
 

民
の
 

如
く
 

聖
^
せ
ら
れ
 

た
る
 

尺
な
 

り
と
 

思
惟
し
 

た
り
。
 

彼
等
 

は
 

征
服
者
 

を
 

以
て
 

任
じ
、
 

勝
者
 

を
 

以
て
 

居
り
、
 

苟
も
 

地
上
に
 

住
め
る
 

他
の
 

民
 

は
 

一
 

に
 

$
1
 

夷
狄
 

乂
は
扠
 

隸
 

を
 

以
て
 

こ
れ
た
 

視
 

た
 

り
。
 

か
く
て
 

一
 

方
に
 

は
 

良
心
の
 

詰
責
な
 

き
 

專
撗
、
 

他
方
に
 

は
 

中
心
よ
り
の
 

努
力
な
 

き
勞
役
 

あ
り
て
、
 

Mi
ch
el
e 

の
稱
 

す
る
 

M
a
c
h
i
n
i
s
m
 

は
社
會
 

生
活
の
 

首
尾
に
 

徹
せ
り
。
 

か
く
 

自
己
の
 

獨
立
を
 

把
持
 

主
張
す
 

る
と
 

同
時
に
、
 

他
者
の
 

獨
 

立
に
 

對
 

し
て
 

同
，
 

の
^
 

敬
 

を
拂
 

ふ
^
 

雜
 

な
る
 

崇
 

貴
な
る
 

人
々
 

間
の
 

態
度
 

は
 

彼
等
の
 

夢
想
 

だ
 

も
す
 

る
 

能
 

は
ざ
る
 

所
な
 

り
き
。
 

卽
ち
 

人
格
の
 

尊
 

威
 

は
个
：
 

然
 

地
を
拂
 

つ
て
 

無
く
、
 

驕
慢
な
る
 

侗
人
 

慾
の
 

强
 

張
と
、
 

卑
陋
な
る
 

個
性
 

退
 

縮
の
 

現
象
と
 

は
、
 

渾
沌
と
 

し
て
 

社
會
の
 

上
下
 

を
 

通
じ
て
 

満
卷
き
 

流
れ
 

* 
ポ
純
强
 

列
 

i 

な
る
 

色
彩
 

は
あ
り
な
が
ら
，
 

社
 

會
は
雜
 

然
と
し
て
 

諧
調
な
 

き
 

不
快
な
る
 

沙
漠
と
 

な
り
 

枭
 

て
ぬ
。
 

若
し
 

所
謂
 

r
 

戗
全
 

な
る
 

屮
流
」
 

の
 

絶
 

無
な
る
 

世
 

あ
り
と
 

す
れ
ば
、
 

羅
 

馬
帝
國
 

末
代
の
 

濁
世
 

は
、
 

實
に
 

そ
の
 

最
 

な
る
 

も
の
な
 

り
し
と
 

云
 

は
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

而
 

し
て
 

か
く
の
 

如
 

き
 

暗
影
 

は
 

今
 

も
 

我
等
の
 

間
に
 

そ
の
 

殘
蘖
を
 

絡
た
ざ
る
 

な
り
。
 

二
 

五
 

そ
の
 

暗
影
の
 

三
 

は
 

眞
實
の
 

意
味
に
 

於
け
 

る
 

自
由
 

精
神
の
 

滅
却
な
 

り
。
 

羅
馬
 

史
を
繙
 

く
も
の
 

は
、
 

羅
^
 

人
が
 

C
.
E
 

を
^
 

ひ
、
 

： せ
.
^
 

を
 

憤
れ
る
 

の
 

跡
 

を
 

見
出
さ
 

ビ
る
 

に
あ
ら
 

す
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

前
述
せ
 

る
が
 

如
く
，
 

羅
馬
 

人
が
 

主
張
せ
 

る
 

な
る
 

も
の
 

は
、
 

そ
の
：
：
：
 

的
の
 

終
 

局
に
 

於
て
、
 

羅
馬
帝
 

國
 

の
 

消
長
と
 

關
聯
 

せ
る
 

も
の
に
し
て
、
 

人
の
 

そ
の
 

自
由
 

を
渴
 

仰
せ
る
 

所
以
 

は
、
 

羅
^
 

帝
！
：
 

の
 

忠
^
な
る
 

奴
^
た
 

ら
ん
が
 

爲
 

め
に
 

外
な
ら
 

す
。
 

各
個
の
 

人
格
が
 

內
部
 

的
に
 

要
求
す
 

る
 

自
由
の
 

如
き
 

は
、
 

到
底
 

こ
れ
 

を
 

彼
^
の
^
 

に：
： 

チ
 

る
せ
 

を
 

g
 

す
 

J 
「
偶
 

性
的
 

獨
 

立
の
 

感
情
、
 

卽
 

ち
そ
の
 

結
果
 

如
何
 

を
 

顧
慮
す
 

る
 

事
な
 

き
 

純
 

莨
 

の
自
.
 

H
 

に
對
 

す
る
 

憧
馈
、
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

n
.
H
 

の
糨
^
 

に
滿
：
 

^
せ
 



冇
^
^
 
郎
仝
^
 
 
^
五
^
 
 

二
八
 

ん
 と
す
る
 
心
」
 
は
、
 
ギ
ゾ
 

ー 
の
 云
へ
 
る
が
 
如
く
、
 
羅
馬
 
末
代
 
史
の
ニ
 
要
素
た
 
る
 羅
馬
人
 
も
、
 
基
督
教
 
徒
 も
 
共
に
 
有
せ
 
ざ
り
 
し
 所
の
 
も
 

の
に
し
て
、
 
彼
等
 
は
 嘗
て
 
此
の
 
如
く
 
放
膽
 
自
由
な
る
 
人
間
性
 
情
の
 
振
動
に
 
瞥
 視
を
與
 
へ
ん
 
と
だ
に
せ
 
ざ
り
 
し
な
り
。
 
ス
パ
ル
タ
 
カ
ス
 

る ゐ せ つ 

が
 縲
拽
の
 
中
に
 
あ
る
 
奴
隸
の
 

一
 大
群
 
を
 率
 
ゐ
て
ヴ
 
エ
ス
 
ビ
 
ヤ
ス
の
 
山
中
に
 
立
籠
り
，
 
奴
隸
 
解
放
の
 
爲
 め
に
 
萬
 丈
の
 
氣
焰
 
を
擧
 
げ
し
 
は
 

そ
の
 
羅
馬
 
人
に
 
あ
ら
す
 
し
て
 
ス
 
ラ 

シ
 
ァ
 
の
 出
な
 
り
し
が
 
故
な
 
り
。
 
自
由
 
は
ダ
 

二 
ュ ー 

ブ
 
の
 河
 上
、
 
ゴ
 
ー 

ル
 
の
 森
林
よ
り
 
来
れ
る
 
も
、
 
嘗
 

て
 
七
 丘
の
 
上
に
 
は
 宿
ら
 
ざ
り
 
き
。
 

こ 
の
 自
己
に
 
立
ち
 
歸
 り
 
得
ざ
る
 
昏
迷
せ
 
る
 
心
情
 
は
、
 
羅
馬
 
帝
國
が
 
我
等
に
 
遣
し
た
 
る
 暗
影
の
 
第
三
な
 
り
。
 

二
 

六
 

そ
の
 
暗
影
の
 
叫
は
眞
 
理
に
對
 
す
る
 
不
忠
 
實
 な
る
 
態
度
な
 
り
。
 

ピ
ラ
ト
が
 
基
督
に
 
對
し
、
 
傲
然
と
 
し
て
 
「
眞
理
 
と
や
、
 
眞
理
と
 
は
何
ぞ
 
や
」
 
と
 
反
問
し
て
 
以
来
、
 
眞
理
は
 
彼
等
に
 
取
り
て
、
 
永
久
 

の
 謎
と
 
な
り
ぬ
。
 
國
 家
の
 
存
亡
 
以
上
に
 
關
 心
す
べ
き
 
も
の
 
此
の
世
に
 
な
し
と
 
斷
定
 
せ
る
 
時
、
 
眞
 正
な
る
 
自
由
 
そ
の
も
の
 

X 
追
求
が
 
全
 

く
 
無
視
せ
ら
れ
 
た
る
 
時
、
 
理
性
の
 
活
動
が
 
人
の
 
存
在
に
 
何
等
の
 
重
き
 
を
爲
 
さ
^
る
に
 
至
る
 
は
 自
然
の
 
數
 な
り
。
 
羅
馬
人
 
も
 嘗
て
 
は
眞
 

理
に
對
 
し
て
 
全
く
の
 
盲
目
に
 
は
 あ
ら
 
ざ
り
 
き
。
 
彼
等
 
は
 嘗
て
 
忠
實
 
に
徹
視
 
し
、
 
事
物
の
 
眞
 相
に
 
逢
着
せ
 
ざ
れ
ば
 
已
 ま
ざ
る
 
の
 意
氣
な
 

き
に
 
は
 あ
ら
 
ざ
り
 
き
。
 
基
督
 
紀
元
前
 
後
よ
り
 
三
百
 
年
に
 
I
 れ
る
羅
 
馬
 人
の
 
彫
刻
 
を
 見
よ
。
 
そ
の
物
の
 
本
質
 
を
 捕
捉
 
せ
ん
と
す
 
る
 熱
情
 

眞
摯
 
に
し
て
、
 
苟
も
 
そ
の
 
眞
に
 
徹
せ
 
ざ
れ
ば
 
已
 ま
ざ
ら
ん
 
と
す
る
 
の
 態
度
 
は
、
 
到
る
 
處
 
に
こ
れ
 
を
 窺
 
ふ
 事
 を
 得
べ
 
し
。
 
嚴
密
 
正
確
な
 

る
 肖
像
の
 
彫
刻
 
は
、
 
近
代
よ
り
 
見
る
 
も
 亦
 珍
 襲
す
べ
き
 
も
の
な
 
り
。
 
然
る
に
 
第
 叫
 第
五
 
世
紀
に
 
至
っ
て
 
は
、
 
眞
理
 
討
究
の
 
精
神
 
顏
然
 

と
し
て
 
跡
 を
 絶
ち
、
 
偶
々
 
鑿
 刀
 を
 加
へ
 
た
る
 
も
の
 
を
 見
れ
ば
 
單
に
 
模
倣
の
 
模
倣
に
 
過
ぎ
す
。
 

そ
の
 
自
然
に
 
不
忠
 
實
 な
る
、
 
自
ら
 
體
逹
 

せ
ん
と
す
 
る
 勞
を
厭
 
ふ
 事
の
 
甚
 し
き
、
 
大
膽
 
な
る
 
想
像
力
の
 
萎
靡
し
 
盡
 せ
る
、
 
史
を
讀
 
む
も
^
 
を
し
て
 
人
間
 
趣
味
 
性
の
 
堕
落
 
實
に
斯
 



の
 如
き
 
も
の
 
あ
る
か
 
を
洪
 
歎
せ
 
し
む
に
 
堪
 
へ
 た
り
。
 

事
物
の
 
眞
を
 
正
視
し
 
能
 は
ざ
る
 
の
 結
果
 
は
、
 
頹
廢
的
 
風
潮
の
 
蔓
延
と
 
な
れ
り
。
 
極
端
な
る
 
現
世
 
的
 物
 愁、. に

^
 
ハ
设
^
 
を
 促
し
、
 

地
 

上
の
 
生
 を
 貪
り
 
味
 
ひ
な
が
ら
、
 
常
に
 
中
心
の
 
安
定
 
を
 贏
ち
 
得
ざ
る
 
煩
悶
の
 
素
地
 
を
 作
り
出
せ
る
 
も
の
 
は
^
に
 
こ
の
^
^
 
を
 
侮
^
せ
る
 

羅
 馬
帝
國
 
末
路
の
 
悲
境
が
 
生
み
出
せ
る
 
所
な
 
り
し
な
 
り
。
 

二
 

七
 

羅
馬
 
大
帝
 
國
は
 
上
に
 
列
擧
 
せ
る
 
が
 如
き
 
自
己
 
體
內
の
 
排
泄
物
に
 
よ
っ
て
 
困
憊
し
、
 
周
圍
 
よ
り
 
侵
入
し
 
來
れ
る
 
野
^
人
な
る
 
も
の
 

V 

壓
 迫
に
 
堪
へ
 
兼
ね
て
、
 
頹
 然
と
し
て
 
沒
 落
の
 
悲
運
に
 
ひ
た
 
走
り
し
 
ぬ
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
跡
に
 
起
り
 
來
れ
る
 
も
の
 
は
、
 
赏
 
に
屮
,
 
紀
の
门
 

由
 都
市
な
 
り
と
 
す
。
 

單
に
 
自
由
 
都
市
と
 
云
 は
ぐ
、
 
宛
ら
 
一
個
の
 
新
 規
模
 
を
 有
す
る
 
團
體
 
制
度
の
 
發
生
を
 
意
味
せ
 
る
が
 
如
き
 
も
、
 
寳
 は
然
ら
 
す
。
 
羅
 お，：：： 

身
 そ
の
 
當
初
は
 

一
 個
の
 
自
由
 
都
市
た
り
 
し
の
み
 
な
ら
す
、
 
羅
 馬
が
 
征
服
し
た
 
る
 
近
在
の
 
地
 亦^,:：: 出

 都
^
の
^
 
合
に
 
外
な
ら
 
ざ
り
 
き
。
 

唯
羅
 
馬
市
が
 
そ
の
 
武
力
に
 
於
て
 
他
 を
 凌
駕
し
、
 

ra: 方
の
 
志
 を
 達
成
す
 
る
に
 
至
る
 
や
 幾
多
の
 
都
.
 W
 を
 
合
併
し
て
、
 
雜
然
 
た
る
 
統
沽
の
 
下
 

に
お
く
 
の
 到
底
 
不
可
能
な
る
 
を
 知
り
、
 
宛
ら
 
豆
を
囊
 
中
に
 
盛
り
て
 
囊
の
 
豆
と
 
云
 
ふ
が
 
如
く
、
 
凡
て
の
 
都
市
 
を
 
ー
伞
の
 
下
に
^
 
め
て
、
 

こ
れ
 
を
羅
馬
 
大
帝
 
國
と
 
は
稱
 
し
た
る
な
 
り
。
 

而
 し
て
 
そ
の
 
豆
の
 
袋
 は
 破
れ
た
り
。
 

豆
 は
 再
び
 
舊
の
 
豆
た
ら
 
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 
か
く
の
 
如
く
 
羅
^
 
大
帝
^
 
は
 亡
び
た
り
。
 

而
 し
て
 
各
 

都
市
 
は
 そ
の
 
本
來
 
の
 姿
 を
 恢
復
し
、
 
自
由
 
都
市
と
 
し
て
 
そ
 
の
 首
 を
 擡
げ
 
始
め
た
 
る
な
 
り
。
 



打
 

武
郎
^
 

第
 ̂
五
卷
 
 

一二
 

〇
 

Mi
ch
cl
c 

羅
馬
 

は
、
 

大
帝
 

國
を
 

運
動
せ
 

し
め
た
る
 

横
 

杆
を
稱
 

し
て
 

M
a
c
h
i
-
i
s
m
 

と
 

云
へ
 

る
に
 

對
し
、
 

自
由
 

都
市
 

を
囘
轉
 

せ
し
め
た
 

る
 

中
軸
 

を
稱
 

し
て
 

Ib
ve
 

と
 

云
 

へ
り
。
 

ク
 

a 
ボ
ト
 

キ
ン
が
 

進
化
論
の
 

立
脚
地
よ
り
 

Mu
tu
al
  

Ai
(一
 

と
 

呼
び
た
 

る
 

は
 

更
に
 

肯
綮
 

を
 

得
た
 

る
に
 

ち
が
 
 

I 

虎
 

幾
 

か
ら
ん
 

か
。
 

羅
馬
帝
 

IT
 

は
 

そ
の
 

滅
亡
と
 

共
に
 

野
蠻
 

人
の
 

間
に
の
 

み
 

見
ら
 

る
べ
き
 

凡
て
 

の
 

制
度
 

を
 

伴
 

ひ
て
 

滅
び
た
り
 

と
 

Si
sm
on
di
 

が
 

云
へ
 

る
 

は
 

適
 

當
と
云
 

ふ
べ
 

し
と
す
 

る
 

も
、
 

自
由
 

都
市
の
 

勃
興
と
 

共
に
、
 

羅
馬
 

及
び
 

羅
馬
 

以
前
の
 

未
開
人
が
 

知
ら
 

ざ
り
 

し
 

新
 

精
神
が
 

顯
 

著
に
 

發
揮
 

せ
ら
る
 

》 
に
 

至
り
し
 

は
 

被
 

ふ
 

可
ら
ざ
る
 

事
實
 

な
り
 

• 

羅
馬
 

大
帝
 

國
 

と
共
に
 

破
れ
ざ
る
 

を
 

得
 

ざ
り
 

し
も
の
 

は
 

國
 

家
 

至
上
 

主
義
な
 

り
。
 

そ
の
 

必
然
的
 

累
系
 

と
し
て
 

起
る
 

も
の
 

は
 

勝
者
 

敗
者
の
 

融
合
 

(F
ur
-i
cn
) 

な
り
。
 

帝
國
 

主
義
の
 

殘
蘖
 

は
尙
殘
 

り
て
、
 

フ
ラ
ン
ク
 

人
に
 

屬
 

せ
る
 

ゴ
，
'
 

ル
の
 

如
く
、
 

ヴ
ネ
 

シ
ゴ
ス
 

人
に
 

屬
 

せ
る
 

ス
べ
 

イ
ン
の
 

如
く
、
 

サ
 

ク
ソ
ン
 

及
び
 

ノ
ル
マ
ン
に
 

屬
 

せ
る
 

英
國
の
 

如
く
、
 

王
權
の
 

設
立
 

を
 

馴
致
し
て
-
 

近
代
 

歐
洲
に
 

於
け
 

る
 

君
主
 

國
の
遠
 

因
 

を
 

作
り
 

た
れ
 

ど
も
、
 

羅
馬
 

末
代
 

帝
國
 

主
義
の
 

慘
禍
 

に
戰
慄
 

せ
る
 

伊
太
利
に
 

於
て
 

は
、
 

幾
 

個
 

か
の
 

小
 

共
和
 

國
に
 

分
れ
、
 

各
 

共
和
 

國
は
 

自
己
に
 

屬
す
 

る
の
 

外
 

他
に
 

屬
 

せ
す
。
 

國
 

家
の
 

爲
 

め
に
 

人
民
 

あ
る
に
 

あ
ら
す
 

し
て
、
 

人
民
の
 

爲
 

め
に
 

國
家
 

あ
る
 

を
 

{ー
 

曰；
 

揚
し
、
 

多
 

數
者
を
 

奴
 

隸
 

と
し
て
 

治
者
の
 

福
祉
 

を
 

計
る
べ
し
 

て
 

ふ
羅
馬
 

帝
國
の
 

傳
說
を
 

弊
履
の
 

如
く
 

放
拋
 

せ
り
。
 

M
a
c
h
i
n
i
s
m
 

は
か
く
の
 

如
く
し
て
 

そ
の
 

根
柢
よ
り
 

覆
れ
り
。
 

此
に
 

於
て
 

か
 

彼
等
 

は
 

是
れ
に
 

代
 

ふ
べ
き
 

統
治
 

機
關
を
 

摸
索
し
、
 

行
き
 

/
(
-
 

て
 

遂
に
 

人
て
 

ふ
單
 

位
に
 

逢
着
せ
 

り
。
 

彼
等
 

は
 

初
め
て
 

羅
馬
帝
 

國
が
人
 

を
 

人
と
 

し
て
 

認
め
す
、
 

一
箇
の
 

機
械
と
 

し
て
 

用
ゐ
 

た
る
 

を
 

驚
き
 

覺
れ
 

り
。
 

か
く
て
 

人
 

は
 

認
め
ら
れ
た
 

り
、
 

而
 

し
て
 

自
由
 

は
 

認
め
ら
れ
た
り
。
 

自
由
 

精
神
の
 

勃
興
と
 

共
に
 

盛
大
と
 

な
り
し
 

は
眞
 

理
に
對
 

す
る
 

眞
摯
 

な
る
 

研
究
 

的
 

態
度
な
 

り
。
 

見
よ
、
 

歐
洲
の
 

大
部
分
が
 

君
主
 

專
制
 

の
 

下
に
 

遲
々
 

た
る
 

文
化
の
 

歩
 

を
 

進
め
、
 

產
 

業
の
 

進
歩
に
 

よ
る
よ
り
 

は
專
ら
 

討
伐
に
 

よ
り
て
、
 

王
侯
 

は
 

僅
か
に
 

そ
の
 

驕
奢
の
 

財
源
 

を
 

得
、
 

上
下
 

相
擧
 

り
て
 

憐
れ
む
べ
き
 

カ
ル
 

チ
 

ユ
ア
に
 

滿
 

足
し
つ
-
 

- 
あ
り
し
 

間
に
、
 

幾
度
 

も
戰
 

禍
の
爲
 

め
に
 

一
 

度
 

は
 

灰
燼
の
 

如
か
り
 

し
 

伊
太
利
 

くつ
き 

の
 

全
土
よ
り
 

堀
 

起
せ
る
 

自
由
 

都
市
 

は
、
 

忽
如
 

と
し
て
 

そ
の
 

智
的
 

生
活
に
 

於
て
、
 

富
に
 

於
て
、
 

生
活
の
 

様
式
に
 

於
て
、
 

拔
 

群
の
 

進
歩
 

を
 



我
等
 
は
 所
謂
 
近
世
 
史
の
 
舞
臺
 
上
に
 
棲
息
す
。
 

そ
の
 
我
等
が
 
棱
息
 
す
る
 
近
世
 
史
 中
に
 
於
て
 
如
 伺
な
る
 
戯
曲
が
 
浈
ぜ
 
ら
れ
つ
、
 
あ
る
 
力
 

は
、
 
我
等
の
 
眼
 親
し
く
 
こ
れ
 
を
覩
、
 
我
等
の
 
耳
 親
し
く
 
こ
れ
 
を
 聞
く
。
 
人
々
 
各
よ
 
眼
 あ
り
 
耳
 あ
る
が
 
故
に
 
敢
て
！
 S
 ま
 を
^
せ
 
ざ
ろ
 
吋
 

し
と
 
雖
も
、
 
前
說
の
 
連
絡
 
上
 特
に
 
注
意
す
べ
き
 
は
、
 
近
世
 
は
 直
系
 
的
に
 
中
世
と
 
連
 綾
せ
 
る
 
も
の
に
 
あ
ら
す
 
し
て
、
 
却
っ
て
 
屮
^
:
 
を
ぬ
 

耀
 し
て
 
古
代
 
殊
に
 
羅
馬
 
帝
政
 
時
代
と
 
密
接
な
る
 
交
涉
を
 
有
せ
る
 
事
 
こ
れ
な
 
り
。
 

示
し
、
 
^
1
 た
る
 
北
方
 
諸
國
の
 
傍
に
 
介
し
て
、
 
宛
ら
 
粗
雜
 
な
る
 
貝
殼
の
 
中
に
 
置
か
れ
た
 
る
 露
珠
の
 
如
く
に
 
輝
く
 
に
^
れ
り
。
 

若
し
 
自
由
 
都
市
に
 
し
て
 
正
當
 
な
る
 
發
達
 
を
な
 
し
た
ら
ん
 
に
 は
、
 
第
一
 
一
十
 世
紀
の
 
歷
史
は
 
今
日
の
 
如
き
 
狀
況
 
を
呈
 
す
る
 
事
な
 
か
り
し
 

な
ら
ん
。
 
さ
れ
 
ど
 自
由
 
都
市
が
 
駸
々
 
と
し
て
 
殷
盛
に
 
赴
き
、
 
宛
ら
 
猫
 額
に
 
等
し
き
 
地
域
に
 
位
置
し
て
 
尙
 よ
く
 
富
 を
 積
み
、
 
^
を
 
装
 
ふ
 

事
 比
類
な
 
き
に
 
至
れ
る
 
間
に
、
 
歐
洲
 
北
方
の
 
諸
 
王
國
は
 
他
の
 
方
面
に
 
發
 達
せ
り
。
 
そ
の
 
主
 權
者
は
 
始
め
は
 
單
に
 
一
部
 
落
の
 
ホ
櫬
ぉ
 
に
 

遇
ぎ
 
ざ
り
 
し
が
、
 
浸
 略
に
 
よ
り
、
 
相
績
 
に
よ
り
、
 
結
婚
に
 
よ
り
、
 
僧
侶
と
の
 
結
合
に
 
よ
り
て
 
漸
く
 
そ
の
 
版
^
 
を
撊
大
 
し
、
 
遂
に
 
は
 そ
 

•J  M
 
 つく 

の
兵
烕
 
に
よ
り
て
 
優
に
 
自
由
 
都
市
 
を
壓
 
す
る
 
に
 至
れ
り
。
 
か
く
て
 
こ
の
 
諸
王
國
 

の、 Hi 權
者
は
 
自
己
の
 
民
人
：
 n
^
;
 
の
^
 
血
 を
 搾
り
^
 
r
 

と
も
な
 
ほ
 得
難
 
か
る
べ
き
 
鉅
富
 
を
、
 

「
自
由
 
都
市
の
 
蹂
躪
に
 
よ
り
て
 
獲
得
す
べ
き
 
を
 知
る
 
や
、
 
餓
 魔
の
 
餌
 を
 
漁
る
 
が
 如
く
、
 
ア
ル
 
プ
 

ス
の
 
高
嶺
 
を
 越
え
て
 
伊
太
利
の
 
沃
野
に
 
飛
 下
し
 
来
り
、
 
掠
奪
 
叉
 掠
奪
、
 
幾
多
 
所
在
に
 
散
布
せ
 

る. nn 由
 都
市
が
、
 
恥
し
 
め
 を
 蒙
り
し
 
お
 

女
の
 
如
く
、
 
面
 を
 伏
せ
て
 
ま
た
 
仰
ぎ
見
 
ざ
る
に
 
至
り
て
、
 
甫
 
め
て
 
そ
の
 
暴
 逆
な
る
 
振
舞
 
ひ
 を
 
や
め
ぬ
。
 

か
く
の
 
如
く
し
て
 
中
世
史
 
は
 近
世
 
史
に
繫
 
が
れ
た
 
る
な
 
り
。
 
か
-
る
 
徑
路
 
を
經
來
 
り
し
 
近
世
が
 
如
何
に
 
中
世
 
n
.
E
 
都
市
の
 
新
 精
神
 

を
 無
視
せ
 
し
か
。
 
而
 し
て
 
如
何
に
 
北
方
の
 
文
明
が
 
イ
プ
セ
ン
の
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

を
 
通
じ
て
 
こ
れ
に
 
抗
 

を
^
げ
 
し
か
 
は
、
 
^
ふ
 

更
に
 
筆
 を
 
改
め
て
 
說
 か
ん
。
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

11
 

ニー
 

何
人
も
 

疑
 

を
 

挾
む
 

能
 

は
ざ
る
 

事
實
 

は
、
 

現
 

歐
洲
に
 

於
け
 

る
 

所
謂
 

列
强
 

な
る
 

も
の
 

\ 
起
原
 

は
、
 

實
に
中
 

世
紀
に
 

於
て
 

バ
ァ
 

バ
リ
 

ヤ
ン
 

に
 

依
り
て
 

建
設
せ
ら
れ
 

た
る
 

も
の
に
し
て
、
 

か
の
 

自
由
 

都
市
と
 

は
 

何
等
 

有
機
的
の
 

連
絡
な
 

き
も
の
な
る
 

事
 

こ
れ
な
 

り
。
 

卽
ち
 

歐
洲
列
 

强
の
 

目
途
と
 

す
る
 

所
 

は
、
 

而
 

し
て
 

延
 

い
て
 

そ
の
 

富
强
を
 

致
し
 

得
る
 

方
法
と
 

信
す
 

る
 

所
 

は
、
 

帝
國
 

主
義
の
 

立
場
の
 

上
に
 

そ
の
 

發
展
を
 

計
る
 

に
あ
り
。
 

各
國
は
 

そ
の
 

存
在
と
 

隆
盛
と
 

を
 

保
障
 

せ
ん
が
 

爲
 

め
に
、
 

國
家
を
 

以
て
 

凡
て
の
 

權
 

威
の
 

主
 

座
 

を
 

占
め
し
 

め
、
 

民
人
の
 

生
存
 

は
 

一 
偏
に
 

國
家
繁
 

榮
の
爲
 

め
に
 

資
す
る
 

が
 

故
に
の
 

み
 

許
さ
る
 

\ 
の
實
 

狀
を
呈
 

す
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

ル
ヰ
第
 

十
四
 

世
 

統
治
 

下
の
 

怫
國
の
 

如
き
、
 

ビ
 

ー 
タ
，
 

'
大
帝
に
 

よ
り
て
 

建
設
せ
ら
れ
 

た
る
 

大
 

露
帝
 

國
の
 

如
き
、
 

實
に
 

そ
の
 

好
 

典
型
た
 

る
べ
き
 

も
の
な
 

り
。
 

羅
馬
帝
 

國
に
現
 

は
れ
た
 

る
 

第
二
の
 

喑
影
 

と
し
て
 

我
が
 

指
摘
し
た
 

る
 

勝
者
 

敗
者
の
 

確
 

別
 

は
、
 

近
代
に
 

於
て
 

經
濟
的
 

生
活
の
 

中
に
 

現
 

は
 

れ
 

来
れ
り
。
 

生
活
の
 

緊
迫
と
 

機
械
工
 

藝
と
は
 

自
ら
 

資
本
の
 

偏
榮
を
 

促
が
 

し
、
 

延
 

い
て
 

資
本
家
 

勞
働
 

者
の
 

二
階
 

級
 

を
 

助
成
し
、
 

所
謂
 

社
會
 

問
題
な
る
 

近
世
の
 

難
問
題
 

を
 

惹
起
す
べ
き
 

素
因
と
 

な
れ
り
。
 

佛
國
 

革
命
 

直
前
に
 

於
け
 

る
同
國
 

農
民
の
 

狀
 

態
を
撿
 

せ
ば
、
 

又
 

農
奴
解
放
 

前
に
 

於
け
 

る
露
國
 

農
民
の
 

狀
 

態
を
撿
 

せ
ば
、
 

羅
 

馬
帝
國
 

時
代
の
 

そ
れ
と
 

は
 

そ
の
 

形
を
變
 

へ
つ
 

X、
 

し
か
も
 

そ
の
 

度
に
 

於
て
 

は
 

却
っ
て
 

彼
に
 

過
ぎ
ん
 

と
す
る
、
 

勝
者
 

敗
者
の
 

二
階
 

級
 

を
 

現
出
す
 

る
に
 

至
り
し
 

事
 

は
 

智
者
 

を
 

待
た
 

す
し
て
 

知
る
 

を
 

得
 

可
し
。
 

旣
 

に
帝
國
 

主
義
の
 

建
設
 

あ
り
、
 

勝
者
 

敗
者
の
 

確
 

別
 

あ
り
と
 

す
れ
ば
、
 

趨
勢
 

は
 

自
ら
 

個
人
的
 

自
由
の
 

返
 

縮
と
 

理
性
的
 

滿
 

足
の
 

放
擲
と
 

を
 

結
果
す
 

る
に
 

至
る
 

は
、
 

固
よ
り
 

覩
易
 

き
の
 

理
 

の
み
。
 

羅
馬
 

帝
政
 

は
旣
 

に
こ
の
 

結
果
 

を
 

暴
露
せ
 

り
。
 

そ
の
後
 

糧
 

者
な
る
 

近
世
に
 

し
て
 

獨
 

り
こ
の
 

事
な
 

き
の
 

理
 

な
し
。
 

枭
然
 

近
代
の
 

初
期
よ
り
 

中
期
に
 

瓦，
 

り
て
 

最
も
 

著
し
 

か
り
し
 

現
象
 

は
、
 

民
人
 

大
多
数
に
 

對
 

す
る
 

高
壓
と
 

及
び
 

彼
等
の
 

智
的
 

生
活
の
 

退
 

縮
な
 

り
し
な
 

り
。
 

か
の
 

中
 

世
紀
に
 

見
た
 

る
が
 

如
く
、
 

各
侗
 

人
が
 

有
せ
し
 

光
榮
 

あ
る
 

權
威
 

は
、
 

全
く
 

或
る
 

少
數
 

の
特
權
 

階
級
の
 

專
 

有
に
 

歸
し
、
 

智
的
 

生
活
の
 

餘
裕
に
 

至
り
て
 

は
、
 

國
民
大
 

多
數
の
 

夢
想
 

だ
に
 

す
る
 

能
 

は
ざ
る
 

所
と
 

な
り
に
 

き
。
 

此
の
 

如
き
 

は
 

羅
馬
帝
 

國
の
喑
 

影
が
 

近
代
に
 

及
ぼ
せ
る
 

影
響
の
 

一
斑
に
 

し
て
、
 

全
 

歐
洲
は
 

第
 

十
九
 

世
紀
に
 

於
て
 

羅
馬
卽
 

ち
 

南
方
 

文
明
 

の
 

節
度
の
 

下
に
 

晻
々
 

と
し
て
 

雌
伏
し
た
 

る
 

を
 

知
る
べ
し
。
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

を
 

師
表
と
 

な
し
た
 

る
が
 

如
く
、
 

如
何
に
 

最
近
の
 

文
 



明
が
 
古
代
に
 
倣
 
ひ
し
 
か
 を
 見
よ
。
 ミ

 
o
 

文
明
 

は
 

西
漸
す
 

る
と
 

共
に
 

北
漸
 

す
と
 

は
、
 

史
家
の
 

屢
 

ふ
 

所
な
 

り
。
 

仉
し
 

文
明
 

北
漸
の
 

意
義
 

を
 

解
し
て
、
 

南
方
の
 

文
明
が
 

勝
ち
：
^
 

り
た
る
 

征
服
者
の
 

如
く
、
 

そ
の
 

固
有
の
 

文
化
に
 

て
 

北
方
の
 

民
 

を
 

順
化
す
 

る
 

も
の
と
 

せ
ぱ
、
 

そ
 

は
.
 

S
 

々
し
き
 

誤
謬
な
 

り
と
 

^
は
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

蓋
し
 

文
明
 

北
 

漸
と
は
 

そ
の
 

文
字
が
 

明
示
す
 

る
 

如
く
、
 

文
明
が
 

北
漸
 

す
る
 

の
 

謂
 

ひ
に
 

し
て
、
 

南
方
の
 

文
明
が
 

漸
次
 

北
方
に
 

お
ろ
 

Q
 

意
に
 

は
 

あ
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

文
明
 

は
 

そ
の
 

北
漸
 

す
る
と
 

西
漸
す
 

る
と
 

を
 

問
 

は
す
、
 

常
に
 

必
す
乎
 

痛
き
 

抵
抗
に
 

遇
.
^
 

ざ
 

1
、
ま
 

已
ま
ざ
 

ろ
よ
 

り
。
 

南
方
の
 

文
明
が
 

何
等
の
 

變
化
を
 

見
る
 

事
な
 

く
 

易
々
 

と
し
て
 

北
方
に
 

移
る
 

と
い
 

ふ
が
 

如
き
 

は
、
 

我
等
の
：
 

f:
:^
 

す
る
 

能
 

は
ざ
る
 

所
、
 

文
明
の
 

屮
 

心
北
漸
 

す
る
 

や
、
 

少
く
 

と
も
 

幾
 

干
 

か
 

最
初
の
 

特
色
 

を
 

失
 

ひ
て
、
 

他
の
 

屬
性
 

を
附
帶
 

す
る
 

に
 

至
る
 

を
 

以
て
 

そ
の
 

法
則
と
 

す
。
 

こ れ
 文
明
 南
 漸
と
大
 
に
 そ
 の
 趣
き
 を
 異
に
す
 
る
 點
な
 
り
。
 

現
代
 

歐
洲
 

文
明
の
 

屮
 

心
が
 

年
 

を
逐
 

う
て
 

北
漸
 

す
る
 

の
 

傾
向
 

あ
る
 

は
、
 

人
の
 

汎
く
 

知
る
 

所
な
 

り
と
 

雖
も
、
 

多
く
 

は
こ
れ
 

を
 

解
し
て
、
 

單
に
 

南
方
の
 

文
明
が
 

そ
の
 

ま
 

\ 
次
第
に
 

北
方
に
 

根
 

#
-
 

を
 

占
む
 

る
に
 

至
る
 

も
の
と
 

な
す
に
 

至
つ
 

て
 

は
、
 

未
だ
：
 

止
ま
.
 

を
^
た
 

るの
：：
： 

ル
 

と
な
 

す
 

可
ら
 

す
。
 

北
方
 

は
 

南
方
 

文
明
 

を
爾
く
 

容
易
に
 

攝
受
 

せ
ざ
る
 

の
み
な
ら
 

す
、
 

殆
ん
ど
 

敵
意
 

を
 

含
め
る
：
^
 

抗
の
熊
 

ぼ
お
 

r;
 

て
，
 

こ
れ
 

を-
 

觀
 

察
し
、
 

解
剖
し
、
 

商
量
し
、
 

批
判
し
、
 

そ
の
 

襲
來
を
 

防
止
 

せ
ん
と
し
 

つ
、
 

あ
る
な
 

り
。
 

此
の
 

如
き
 

は
 

然
し
な
が
ら
^
に
 

巧
妙
な
る
 

自
然
の
 

配
 

劑
と
云
 

は
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

こ
の
 

衝
突
の
 

あ
る
あ
っ
て
、
 

文
明
 

は
卽
 

ち
そ
の
 

衣
冠
 

を
 

改
め
、
 

{杯
 

姿
 

を
變
 

じ
、
 

倦
お
 

せ
る
 

人
心
 

の
 

奥
底
に
、
 

再
び
 

覺
醒
と
 

猛
進
と
の
 

衝
動
 

を
 

投
與
し
 

得
る
 

に
 

至
れ
ば
 

な
り
。
 

こ
れ
 

文
明
 

北
 

渐
の
特
 

ft
 

に
し
て
、
 

文
明
 

小
 

m
 

渐
が
^
 

に
 

行
 

は
る
 

\ 
の
み
な
ら
 

す
そ
の
 

地
域
の
 

廣
狹
 

よ
り
こ
れ
 

を
 

云
へ
ば
、
 

文
明
 

は
 

北
に
 

よ
り
も
 

南
に
 

傅
播
 

せ
る
 

も
の
 

多
き
 

に
 

系
ら
 

す
、
 

.
g
 

何
に
 

る
 

文
明
 

は
 

同
 

一 
な
る
 

文
明
の
 

單
に
 

南
方
に
 

移
動
し
た
 

る
に
 

止
ま
り
、
 

世
界
 

文
明
 

史
を
^
 

的
に
 

論
究
す
 

る
 

楊
 

八；
： 

に
あ
り
 

て
 

は
、
 

牛
^
に
 



有
 
島
武
郎
 
全
集
 
^
五
^
 
 

三
 四
 

だ
に
^
 
I せ
ざ
る
 
所
以
な
 
り
。
 

三
 

一
 

歐
洲
の
 
北
端
 
は
 露
西
亞
 
及
び
 
那
威
瑞
 
典
に
 
速
 な
れ
り
。
 

か
 
の
 羅
馬
 
大
帝
 
國
 
の
 後
繼
 
者
な
 
る
 近
代
 
文
明
が
、
 
中
部
 
歐
洲
 
に
あ
っ
て
 
そ
の
 
權
威
を
 
揎
ま
、
 
に
し
、
 
ナ
ボ
レ
 
オ
ン
の
 
帝
政
 
を
 生
 
み
、
 

獨
逸
 

聯
邦
 

を
 

成
就
し
、
 

澳
太
 

利
の
 

匈
牙
利
 

合
 

邦
 

を
 

促
成
し
、
 

露
西
亞
 

を
し
て
 

ボ
 

I 
ラ
ン
ド
 

を
 

併
合
せ
 

し
め
、
 

伊
太
利
 

諸
 

市
 

を
し
て
 

I
 

王
家
の
 
下
に
 屈
伏
せ
 
し
め
、
 
貧
富
の
 
差
 を
 激
^
し
、
 
多
數
 者
の
 智
的
渴
 望
 を
杜
絕
 
し、 

旋
風
の
 
枯
葉
 
を
 揞
く
勢
 
を
以
 
で
、
 
更
に
 北
方
 

に
 そ
の
 
猛
威
 
を
 振
 は
ん
と
す
 
る
に
 
臨
み
、
 
こ
の
 
文
明
の
 
棂
 心
に
 
向
っ
て
、
 
痛
烈
 
深
刻
な
る
 
批
評
 
を
 加
へ
 
し
も
の
 
が
、
 
相
次
い
で
 
歐
洲
 

？ 
1 と 

の
 北
端
な
る
 
露
 西
亞
、
 
那
 威
よ
り
 
W
 出
せ
し
 
は
、
 
洵
に
 
偶
然
に
 
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
中
に
 
あ
っ
て
、
 
特
に
 
頭
角
 
を
 現
 は
し
、
 

批
評
の
 
鋭
利
 
を
 
以
て
 
知
ら
れ
た
 
る
 も
 
c
 
に
 
ヘ
ン
リ
ッ
ク
.
 
イ
ブ
セ
ン
 
あ
り
、
 
而
 し
て
 
イ
ブ
セ
ン
の
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

は
、
 
我
の
 
信
す
 
る
 所
 

に
よ
れ
ば
、
 
彼
の
 
著
作
 
中
 南
方
 
文
明
 
批
钊
 
の
な
 
先
鋒
 
を
な
 
せ
る
 
も
の
と
 
謂
 は
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 

さ
ら
ば
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
の
 南
方
 
文
明
に
 
對
 す
る
 
批
判
 
は
よ
 
く
 
徹
底
し
、
 

よ
く
 
普
遍
し
、
 
南
方
 
を
し
て
 
敢
て
 
そ
の
 
矢
面
に
立
つ
 
能
 は
 
ざ
ら
 

し
め
た
る
 
か
。
 
徹
底
 
は
 或
は
 
こ
れ
 
あ
り
。
 
さ
れ
 
ど
 普
遍
に
 
至
り
て
 
は
、
 
未
だ
し
き
 
も
の
 
極
め
て
 
多
き
 
を
 思
 は
し
む
 
る
の
 
み
な
ら
す
、
 

南
方
 
文
明
の
 
潮
風
 
感
化
 
は
 ブ
ラ
ン
ド
が
 
想
像
せ
 
ざ
る
 
逯
 よ
り
 
潜
入
し
 
來
り
、
 
ブ
ラ
 
ン
ド
を
 
そ
の
 
警
戒
せ
 
ざ
る
 
方
面
よ
り
 
襲
 ひ
た
り
。
 

ジ
ュ
リ
ア
 

ン
 大
帝
が
 
反
敎
 
者
と
 
し
て
 
西
漸
し
 
來
る
 
基
督
 
敎
に
對
 
し
 強
烈
 
無
比
な
る
 
抵
抗
 
を
 試
み
 
(
イ
ブ
セ
ン
 
作
 
「
皇
 帝
と
 
ガ
ラ
 
リ
ャ
 
人
」
 

參
照
)
 
、
遂
に
 
戰
 場
の
 
露
と
 
消
え
ん
 
と
せ
る
 
時
、
 
大
呼
せ
 
る
 
「
ガ
 
ラ
リ
ャ
 
人
よ
 
汝
戰
ひ
 
勝
て
り
」
 

の
 
一
語
 
は
、
 
ま
た
 
移
し
て
 
ブ
ラ
ン
ド
 

が
 南
方
 
文
明
 
に
對
し
 
て
 叫
ぶ
 
の
 聲
 た
ら
し
む
 
ベ
 し
。
 

比
の
 
如
く
し
て
 
ブ
ラ
ン
ド
が
 
苦
闘
の
 
菜
て
 
は
 敵
の
 
勝
利
に
 
終
れ
り
 
と
雖
 
も
、
 
彼
 は
 無
益
に
 
苦
鬪
 
し
た
る
 
に
 は
 あ
ら
ざ
る
 
な
り
"
 
ブ
 



ラ
ン
ド
 

指
摘
し
て
、
 

侃
々
^
々
 

と
し
て
 

詰
責
せ
 

る
 

所
 

は
、
 

確
か
に
 

現
代
文
明
の
 

病
弊
に
 

お
れ
り
。
 

現
代
文
明
 

は
 

ブ
ラ
ン
ド
に
 

於
て
：
，
、
 

懼
 

す
る
彈
 

疋
官
を
 

見
出
し
た
 

る
 

も
の
に
し
て
、
 

縱
令
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

反
 

正
の
 

犧
牲
 

と
な
り
し
 

と
雖
 

も
、
 

そ
の
 

逍
^
 

は
 

生
き
て
 

死
ケ
ゃ
 

- 

殘
 

り
て
 

亡
び
す
。
 

現
代
文
明
 

が
そ
の
 

病
弊
 

を
 

矯
正
せ
 

ざ
る
 

限
り
、
 

常
に
 

黑
 

影
の
 

如
く
 

こ
れ
に
 

し
て
、
.
 

そ
の
 

良
心
 

を
^
す
^
^
.
:
 

卜 

め
ざ
る
 

可
し
。
 

而
 

し
て
 

此
の
 

如
く
し
て
 

南
方
 

文
明
が
 

遂
に
 

北
方
の
 

要
求
に
 

讓
歩
 

す
る
 

時
、
 

そ
の
 

北
漸
は
 

始
め
て
 

完
全
に
 

成
就
 

せ
ら
る
 

べ
き
た
り
。
 

我
 

は
讀
者
 

を
將
て
 

端
な
 

く
 

岐
路
 

を
迎
 

ら
し
め
 

た
る
 

か
。
 

さ
ら
ば
 

更
に
 

本
洛
に
 

還
り
 

來
る
 

べ
し
。
 

あ ひせ ま 

フ
ヨ
，
 

-
ド
の
 

奥
-
 

懸
崖
 

相
、
 

逼
 

り
て
 

上
に
 

氷
を
述
 

ね
、
 

日
天
 

に
冲
 

し
て
 

甫
 

め
て
 

殘
光
を
 

そ
の
 

底
に
；
 

i
 

ら
す
 

の
み
。
 

效
-
M
 

の
：
^
 

リ
 

5
?
 

閉
ざ
し
、
 

瘴
氣
 

骨
に
 

徹
す
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
か
 

\ 
る
 

寂
寥
 

の
 

地
 

を
 

選
び
、
 

そ
の
 

愛
妻
 

ァ
 

グ
 

ネ
 

ス 
と
 

共
梭
す
 

る
 

事
お
 

干
 

年
 

の
 

出
に
 

は
へ
/
や
 

ァ
 

ル
フ
と
 

云
へ
 

る
 

可
憐
の
 

嬰
兒
 

あ
り
て
、
 

稍
よ
 

こ
の
 

無
人
の
 

寂
寞
 

を
 

慰
む
 

る
 

も
の
 

あ
り
き
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
こ
、
 

に
あ
り
 

て
-
 

か
 

>
 
 

「
丄
 

或
 

無
」
 

の
 

主
義
 

を
 

絶
え
す
 

體
 

達
し
ぬ
。
 

そ
の
 

母
の
 

病
 

更
に
 

革
 

ま
り
て
 

救
 

ふ
べ
 

か
ら
ざ
る
 

に
 

至
る
 

や
、
 

翳
 

師
と
^
 

使
と
 

交
 

M 
來
り
 

て
、
 

ブ
 

ラ
ン
ド
に
 

そ
の
 

死
 

床
 

を
 

護
ら
ん
 

事
 

を
 

乞
へ
 

り
し
 

も
、
 

彼
 

は
 

母
が
 

最
後
の
 

ー
錢
 

を
擲
 

た
ざ
る
 

を
 

知
り
て
、
 

頑
と
し
て
 

そ
の
 

f=
 

を
 

は
け
 

* 

ァ
グ
 

ネ
ス
に
 

敎
 

へ
て
 

曰
く
 

「
我
が
 

行
路
に
 

成
功
の
 

伴
 

ひ
來
る
 

は
こ
れ
 

わ
が
 

精
祌
 

力
の
 

足
ら
ざ
る
 

を
 

晤
示
 

す
る
 

も
の
た
り
。
 

祌
 

の
 

C
 

が
 

にが 
さか づ
き
 
 

-r  (  -  V 

苦
き
.
^
 

を
 

我
よ
り
 

放
ち
 

給
へ
 

と
 

祈
れ
る
 

時
、
 

祌
は
 

よ
く
こ
れ
 

に
 

耳
 

を
 

傾
け
 

給
 

ひ
し
ゃ
。
 

祌
の
子
 

は
 

失
敗
^
^
の
 

人
と
 

し
て
 

逝
ナ
 

り
。
 

祌
は
萬
 

人
に
 

唯
一
 

つ
の
 

耍
求
 

を
な
 

し
 

給
 

ふ
な
り
。
 

そ
 

は
 

讓
歩
を
 

苟
も
せ
 

ざ
る
に
 

あ
り
。
 

半
熟
 

不
 

成
の
 

事
 

紫
 

は
 

神
に
^
 

は
る
。
 

，お
 

>
 

で
に
 

口
に
 

そ
を
說
 

か
す
，
 

行
 

ひ
も
て
 

そ
を
傳
 

へ
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

愛
て
 

ふ
 

語
に
 

增
 

し
て
 

雜
 

多
な
る
 

誤
解
と
：
 

g
 

解
と
 

に
^
ら
 

叱
 

し
^
^
し
て
 

あ
 

り
 

や
。
 

人
 

は
 

困
憊
の
 

上
 

を
 

面
紗
の
 

如
く
 

愛
 

も
て
 

被
 

ひ
、
 

以
て
 

己
が
 

弱
 

點
を
嗞
 

ま
さ
ん
 

と
す
る
な
 

り
。
 

行
路
お
 

1
 

な
 

7
?
た
 

ゥ
.
 

て
し
て
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

ヨふノ 

愛
せ
し
 
め
よ
。
 
罪
の
 
中
に
 
あ
り
て
 
し
か
も
 
晏
如
 
た
る
 
を
 欲
せ
ん
 
か
、
 
彼
 を
し
て
 
愛
せ
し
 
め
よ
。
 
祌
を
 
求
め
て
 
し
か
も
 
そ
の
 
努
力
 
を
惜
 

ま
ん
と
 
す
る
 
か
、
 彼
 を
し
て
 
愛
せ
し
 
め
よ
。
 
愛
の
 
故
に
 
義
行
 
は
れ
 
ざ
ら
 
ば
、
 則
ち
 
人
 
こ
れ
 
を
 許
せ
ば
 
な
り
。
 
そ
の
 
墮
^
 
せ
る
 
愛
 を
將
て
 

再
び
 
眞
 生
命
 
を
帶
 
ば
し
 
む
る
 
の
 道
 奈
何
。
 
愛
す
る
 
の
 前
 意
 念
す
べ
き
 
の
み
。
 
眼
 を
 張
り
、
 
臂
を
 
擧
げ
、
 
滿
 身
の
 
意
氣
を
 
傾
け
、
 
渾
身
 

の
 精
力
 
を
 振
 
ひ
、
 
挫
け
て
 
屈
せ
す
、
 
跚
 
い
て
 
倒
れ
す
、
 
自
己
の
 
全
力
 
を
盡
 
し
て
 
先
づ
意
 
念
す
べ
き
 
の
み
。
 
こ
れ
 
實
に
人
 
を
し
て
 
眞
愛
 

の
 光
に
 
浴
せ
 
し
む
る
 
唯
一
無
二
の
 
道
な
 
り
。
 
若
し
 
こ
の
 
苦
悶
に
 
あ
り
て
、
 
汝
の
 
意
志
 
捷
を
 
奏
さ
ば
、
 
卽
ち
愛
 
は
、
 
生
命
の
 
橄
欖
の
 
葉
 

を
 含
め
る
 
白
鴆
の
 
如
く
に
、
 
來
 
つ
て
 
汝
の
 
上
に
 
憩
 は
ん
。
 
世
 未
だ
 
こ
の
 
境
地
に
 
達
せ
ざ
る
 
間
 は
、
 
我
等
 
愛
す
る
 
の
 前
先
づ
 
憎
ま
ざ
る
 

可
ら
 
す
と
。
 

芮
 
母
の
 
急
使
 
一
度
 來
り
、
 
二
度
 
來
 る
に
 
及
ん
で
も
、
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
 更
に
 
前
言
 
を
 
改
め
す
。
 
し
か
も
 
そ
の
 
衷
心
に
 
は
 實
に
鎔
 
鉛
を
飮
 

む
 
の
 苦
心
 
を
經
驗
 
せ
る
な
 
り
、
 
し
か
も
 
こ
の
 
苦
心
 
は
 彼
が
 
最
愛
の
 
嬰
兒
ァ
 
ル
 
フ 
が
 陰
 湯
の
 
峽
 底
に
 
生
れ
て
 
遂
に
 
病
魔
の
 
犯
す
 
所
と
 
な
 

る
に
 
至
っ
て
 
更
に
 
悲
慘
を
 
加
へ
 
来
り
ぬ
。
 

, 
三
 

一
二
 

恰
も
 
こ
の
 
時
、
 
彼
の
 
熱
し
 
も
せ
す
 
冷
や
か
に
 
も
 
あ
ら
ざ
る
 
市
長
 
來
り
訪
 
づ
れ
、
 
自
己
の
 
巿
に
對
 
す
る
 
抱
負
な
る
 
も
の
 
を
 語
り
、
 
仄
 

か
 
に
 ブ
 
ラ
 
ン ド

 
の
 所
信
 
所
行
 
と
 相
反
せ
 
る
 も
の
 
あ
る
 
を
 諷
し
て
、
 
ブ
ラ
ン
ド
に
 
請
 
ふ
に
 
こ
の
 
地
 を
 退
き
 
以
て
 
民
人
 
に
 不
安
 
動
掎
 
の
 念
 

を
 
起
さ
^
ら
 
し
め
ん
 
事
 を
 
以
て
す
。
 
而
 し
て
 
云
 
ふ
、
 「
ブ
ラ
ン
ド
 
君
よ
、
 
君
の
 
爲
す
 
所
は
旋
 
渦
の
 
如
し
、
 
生
活
と
 
信
仰
と
 
を
 合
一
し
、
 

神
の
 
義
の
爲
 
め
の
 
戰
 
ひ
と
、
 
馬
 鈴
薯
の
 
施
肥
と
 
を
 
混
同
 
せ
ん
と
す
。
 
我
 そ
の
 
可
な
る
 
を
 知
ら
ざ
る
 
な
り
」
 
と
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
敢
然
と
 
し
て
 

こ
れ
に
 
答
 
へ
 て
 
曰
く
、
 
「
然
 り
。
 
し
か
も
 
焉
ん
ぞ
 
可
な
 
ち
 
ざ
ら
ん
。
 
我
 は
敢
て
 

こ 
、 
に
 孤
立
し
，
 
此
處
を
 
去
ら
す
 
し
て
 
最
後
に
ま
で
 
戰
は
 

ん
 
の
み
。
 
我
 は
孤
獨
 
に
し
て
 
戰
ふ
 
も
の
に
 
あ
ら
す
。
 
至
上
 
者
 我
と
 
共
に
 
在
し
 
給
 ふ
 を
 知
ら
ざ
る
 
や
」
 
と
。
 
市
長
 
乾
 笑
し
て
 
い
ふ
、
 
「
さ
 



も
 
あ
ら
ん
。
 
さ
れ
 
ど
 设
大
多
 
數
者
は
 
我
と
 
傦
侶
 
と
に
 
屬
 
せ
る
 
を
 忘
れ
 
給
 
ふ
べ
 
か
ら
す
」
 

と
。
 

市
長
の
 
去
れ
る
 
後
 ブ
ラ
 
ン
ド
 
顧
み
て
 
喟
 然
と
し
て
 
云
 
ふ
 、
「
こ
れ
 
所
謂
 
多
數
 
者
の
 
戰
士
 
な
る
 
も
の
。
 

公
.
 牛
^
 
人
な
る
 
卩
腕
 
を
^
し
，
 

心
情
 
皓
潔
 
に
し
て
 
常
識
 
豐
 か
な
る
 
も
の
。
 
し
か
も
 
彼
等
が
 
歲
々
 
な
す
 
所
の
 
害
毒
 
は
 そ
れ
 
何
に
 
比
す
べ
き
。
 
洪
水
 
も
 如
か
す
、
 
^
^
も
 

如
か
す
。
 

世
の
 

凡
て
の
 

殘
害
も
 

遂
に
 

敵
せ
 

ざ
る
な
 

り
。
 

彼
 

あ
る
が
 

爲
 

め
の
 

故
に
、
 

高
邁
な
る
 

思
想
 

は
 

夭
折
し
、
 

熱
烈
な
 

ろ
お
 

ぶ
 

は
 

W
 

总
し
、
 

敢
爲
 

な
る
 

歌
聲
は
 

杜
絶
し
 

去
る
な
 

り
、
 

遂
に
 

こ
の
 

人
民
の
 

愛
護
 

者
な
 

き
に
 

如
か
ん
 

や
」
 

と
。
 

更
に
 

叉
 

醫
師
が
 

ブ
ラ
 

ン
ド
の
 

母
の
 

急
 

を
 

吿
げ
來
 

り
、
 

必
す
 

ブ
ラ
 

ン
ド
に
 

母
 

を
 

そ
の
 

死
 

前
に
お
 

す
べ
き
 

を
 

以
て
し
、
 

逡
巡
 

こ
れ
に
.
 

愿
 

ぜ
 

ざ
る
 

は
 

人
道
の
 

常
に
 

反
く
 

も
の
な
 

り
と
 

云
 

ふ
や
、
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

の
聲
は
 

再
び
 

雷
霆
を
 

呼
び
 

起
し
ぬ
。
 

「
人
 

逍
？
 

こ
の
 

^
ぉ
 

の
 

g
^
i
.
 

こ 
そ
 

今
 

代
の
 

標
語
と
 

す
る
 

所
な
る
。
 

こ
の
 

語
 

を
 

以
て
 

か
の
 

卑
劣
の
 

犟
は
、
 

爲
 

す
べ
き
 

を
敢
 

て
せ
 

ざ
る
の
^
 

を
 

被
 

ひ
、
 

か
の
お
.
^
 

の
 

徒
 

は
、
 

よ
く
 

平
然
と
し
て
 

そ
の
 

約
 

を
 

二
に
 

し
て
 

恥
ぢ
 

す
。
 

而
 

し
て
 

汝
 

は
か
の
 

『
人
の
子
』
 

を
も
變
 

じ
て
、
 

一
 

筒
の
 

人
 

近
 

ヒ
^
^
た
ら
 

し
め
ん
と
 

す
 

C 
强
ふ
 

る
の
 

罪
 

も
 

亦
 

酷
し
。
 

基
督
が
 

死
の
 

杯
 

を
 

味
 

ひ
し
 

時
 

神
 

は
よ
 

く
 

人
道
的
な
 

り
し
 

や
」
 

と
。
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

熱
情
 

は
 

ブ
ラ
ン
ド
 

を
乔
 

み
て
、
 

彼
 

は
 

理
想
 

そ
の
も
の
 

\ 
化
身
と
 

な
り
き
。
 

彼
の
 

前
に
 

は
 

唯
 

神
の
^
 

あ
る
の
 

み
。
 

所
ぶ
 

愛
な
る
 

も
の
、
 

所
謂
 

人
道
な
る
 

も
の
、
 

所
謂
 

共
同
生
活
な
る
 

も
の
-
如
き
 

は
、
 

現
 

は
る
べ
か
ら
ざ
る
 

時
に
 

現
 

は
れ
た
 

る
 

も
の
と
 

し
て
、
 

一 
々
彼
の
 

熱
烈
な
る
 

鞭
打
 

を
 

被
り
き
。
 

彼
の
 

意
志
 

は
 

火
 

を
 

出
で
 

し
鐵
の
 

鋼
と
 

な
れ
る
 

如
く
 

堅
く
な
 

り
ぬ
。
 

人
の
！
 

S
 

は：
： 

い
や
 

彼
 

や
^
か
 

し
 得
べ
 し
と
 は
 兌
え
 ざ
り
 き。 

し
か
も
 

人
 

は
 

遂
に
 

人
な
る
 

を
 

奈
何
す
べ
き
。
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

醫
師
 

に
對
し
 

侃
々
 

の
 

語
 

を
な
 

せ
り
し
 

時
、
 

そ
の
 

ゆ：
： 

几
 

ア
ル
 

ソ 
は
^
-
 

籃
 

に
あ
り
 

て
 

生
死
の
 

間
 

を
 

彷
徨
し
 

つ
-
あ
り
 

し
な
り
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
の
 

急
告
に
 

應
じ
、
 

醫
師
 

こ
れ
 

を
 

診
し
て
、
 

速
 

か
に
：
^
 

を
 

移
し
て
.
^
 

子
の
 

命
 

を
 

救
 

ふ
 

の
 

策
 

を
講
す
 

ベ
 

き
を
 

云
 

ふ
や
、
 

ブ
 

ラ
 

ン 
ド
 

の
 

心
 

は
 

端
な
 

く
も
 

軟
化
せ
 

り
。
 

彼
 

は
^
 

師
 

と
ァ
グ
 

ネ
 

ス 
と
 

を
^
み
 

て
 

そ
 

の
 

^
の
屮
 

に
こ
の
 

豁
谷
を
 

去
り
て
 

溫
暖
の
 

地
に
 

移
る
べ
き
 

を
 

云
 

ひ
、
 

倉
皇
と
し
て
 

心
玆
 

に
あ
ら
ざ
る
 

も
の
 

ゝ 
如
し
。
 



有
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武
郎
佥
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1が 
五
卷
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三
 

四
 

こ
の
 
時
醫
師
 
徐
ろ
に
 
彼
に
 
近
づ
き
、
 

そ
の
 
肩
を
撫
 
し
て
 
云
 
ふ
、
 「
君
が
 
市
民
に
 
臨
み
し
 
所
、
 
母
に
 
告
げ
し
 
所
、
 
共
に
 
嚴
肅
を
 
極
め
て
 

さな-か 

宛
ら
 
天
 上
の
 
聲
の
 
如
か
り
 
き
。
 
し
か
も
 
一
旦
 
そ
の
 
兒
の
病
 
篤
き
 
を
 
知
る
 
や
、
 
忽
ち
 
心
機
 
を
轉
 
じ
て
 
溫
情
 
玉
の
 
如
く
 
掬
す
べ
き
 
も
の
 
あ
 

る
 
は
何
ぞ
 
や
。
 
我
 君
に
 
こ
れ
 
を
 
云
 ふ
 は
 君
の
 
食
言
 
を
 責
め
ん
 
と
す
る
 
が
爲
 
め
に
あ
ら
 
す
、
 
^
の
 
父
と
 
し
て
 
の
自
覺
 
が
よ
く
 
君
 を
し
て
 

人
の
 
情
に
 
返
ら
し
 
め
し
 
を
 喜
ば
ん
 
と
す
る
 
の
み
。
 
幸
に
 
過
去
 
を
 省
み
て
 
迷
 
ふ
 所
な
 
き
に
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
 
を
 悟
れ
」
 

と
。
 

ちゅ
うせ
き 

ブ
ラ
ン
ド
 
こ
の
 
語
 を
 閱
 く
と
 
共
に
、
 
劃
然
と
 
し
て
 
そ
の
内
 
心
の
 
二
分
 
兩
 裂
せ
 
る
を
覺
 
り
ぬ
。
 
今
の
 
情
よ
 
き
か
、
 
S
 
曰
の
 
想
 謬
れ
 
る
 

か
。
 
さ
ら
ば
 
か
の
 
人
 を
 罵
り
 
母
 を
 苦
し
ま
せ
し
 
の
責
を
 
奈
何
。
 
今
の
 
情
惡
 
し
き
 
か
、
 
疇
 昔
の
 
想
 正
し
き
 
か
。
 

. さ
ら
ば
 
ア
ル
 
フ
の
壽
 
を
 

延
べ
 
難
き
 
を
 奈
何
。
 

半
生
 
硬
骨
 
を
聳
 
か
し
て
 
宜
言
 
せ
し
 
所
の
 
も
の
 
畢
竞
 
一
片
の
 
囈
語
に
 
過
ぎ
 
ざ
り
 
し
か
。
 
神
意
 
炳
 と
し
て
 
日
の
 
如
し
。
 
曲
ぐ
 
ベ
か
ら
 
す
。
 

し
か
も
 
恩
愛
の
 
絆
は
牢
 
と
し
て
 
鐵
 鎖
の
 
如
し
。
 
絶
ち
 
易
か
ら
 
す
。
 
こ
の
 
時
ァ
グ
 
ネ
ス
、
 
そ
の
 
兒
を
 
擁
し
て
 
來
る
。
 
さ
れ
 
ど
 ブ
ラ
ン
ド
 

は
旣
 
に
愛
兒
 
の
 病
 報
 を
 聞
き
し
 
時
 
の
 ブ
ラ
ン
ド
に
 
は
 
あ
 
ら
す
。
 
躊
躇
 
逡
巡
 
の
 色
は
慘
 
と
し
て
 
そ
の
 
面
に
 
漲
れ
り
。
 

^
如
と
 
し
て
 
か
の
 
野
生
の
 
兒
 ゲ
ル
 
ド
亦
墻
 
外
に
 
現
 は
れ
，
 
大
笑
し
て
 
云
 ふ
、
 「
わ
が
 
牧
師
 
は
 向
上
 
飛
躍
せ
 
り
。
 
こ
の
 
地
上
の
 
寺
院
 
は
 

古
り
 

て
 

且
つ
 

荒
れ
た
り
。
 

今
 

は
 

唯
 

か
の
 

山
上
の
 

氷
 

寺
 

あ
る
の
 

み
。
 

そ
こ
に
 

わ
が
 

牧
！
：
 

は
 

白
衣
 

白
 

襟
，
 

大
千
 

世
界
 

を
 

動
か
す
 

獅
子
吼
 

を
 

な
し
て
、
 
敎
へ
を
 
叫
 海
の
 
外
に
宣
 
べ
ん
」
 

と
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
彼
女
 
を
 慰
め
て
 
答
 
ふ
ら
く
、
 

「
ゲ
 
ル
ド
、
 
汝
の
云
 
ふ
 所
 誤
れ
り
。
 
汝
の
 
牧
師
 

は
汝
が
 
見
る
 
が
 如
く
 
こ
、
 
に
 立
て
り
。
 
汝
何
ぞ
 
偶
像
の
 
歌
 を
な
 
し
て
 
我
 を
 誘
惑
 
せ
ん
と
 
は
す
る
」
 

と
。
 
ゲ
ル
 
ド
卽
ち
 
曰
く
、
 
「
玆
に
 
立
 

て
る
 

は
 

一
箇
、
 

人
の
 

父
の
 

み
。
 

わ
が
 

敎
師
に
 

は
 

あ
ら
す
。
 

我
が
 

偶
像
の
 

歌
 

を
な
 

せ
り
と
 

云
 

ふ
 

は
 

却
っ
て
 

偶
よ
 

我
を
强
 

ふ
る
の
み
。
 

偶
 

像
、
 

偶
像
の
 

あ
る
 

所
 

を
 

知
ら
ん
 

と
や
。
 

見
よ
、
 

か
し
こ
、
 

君
が
 

妻
の
 

立
て
る
 

所
に
、
 

そ
の
 

胸
に
 

抱
か
れ
た
 

る
孩
兒
 

こ
そ
 

は
、
 

君
に
 

由
 



由
 

し
き
 

偶
像
の
 

み
。
 

聞
け
、
 

鐘
聲
 

を
。
 

人
 

も
靈
も
 

共
に
 

山
上
に
 

向
っ
て
 

急
ぐ
。
 

わ
が
 

牧
師
 

は
 

魔
の
 

翅
に
乘
 

じ
て
 

去
り
ぬ
」
 

と
。
 

忽
ち
 

に
し
て
 
往
く
所
 
を
 知
ら
す
。
 

三
 

五
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 
徐
ろ
に
 
ブ
ラ
ン
ド
に
 
近
づ
き
^
き
 
て
い
ふ
。
 
「
お
そ
く
な
 
り
ぬ
。
 
立
ち
 
出
で
 
給
 は
す
 
や
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
こ
の
 
道
 を
 
か
 
(
始
め
に
 
庭
の
 
木
戶
を
 
指
し
て
 
か
く
 
云
 
ひ
 更
に
 
家
の
 
戶
を
 
指
し
つ
、
)
 
或
は
 
こ
の
 
逍
を
 
か
」
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 
(
驚
き
し
 
ざ
-
 リ
っ
 
、
)
 
「
ブ
ラ
 
ン
ド
 
こ
の
 
兒
の
爲
 
め
 ：
：
：
 
こ
の
 
兒
の
爲
 
め
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
寧
ろ
 
問
 は
ん
、
 
我
人
の
 
父
た
り
 
し
 前
 僧
侶
た
ら
 
ざ
り
 
し
か
」
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 
「
た
と
 
へ
ば
 
そ
の
 
聲
雷
 

と
 響
か
ば
 
響
け
、
 
我
 は
 
口 
を
 
つ
ぐ
み
て
 
應
へ
 
せ
じ
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
さ
 
云
 
ふ
 は
汝
が
 
人
の
 
母
た
 
る
 故
な
る
 
べ
し
」
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 
「
人
の
 
妻
な
 
り
。
 
君
の
 
心
の
 
欲
す
る
 
事
 我
必
す
 
成
し
 
遂
ぐ
 
可
し
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
母
 か
 妻
 か
 何
れ
 
を
 揮
ぶ
 
や
」
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 
「
さ
ら
ば
 
母
と
 
は
な
る
 
ま
じ
き
 
ぞ
」
 

のぞ 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
祌
の
 
裁
斷
今
 
こ
そ
 
こ
、
 
に
 臨
め
」
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 

「
君
 
は
 何
れ
に
 
從
ひ
給
 
ふ
べ
き
 
か
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
神
の
 

定
め
 

給
 

ふ
が
 

ま
-
に
」
 

ァ
グ
 
ネ
ス
 
「
さ
ら
ば
 
神
の
 
御
 召
に
 
任
せ
 
給
 
ふ
や
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 
「
さ
な
り
 
(
ァ
グ
 
ネ
ス
の
 
手
 を
 握
り
つ
、
：
 
T 最

後
の
.
 
s
i
 一一 口 を

な
 
せ
、
 
生
か
 
死
 か
」
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

r
a
o
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

「
何
方
な
 

り
と
 

神
が
 

君
 

を
 

導
き
 

給
 

ふ
 

方
へ
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

「
お
そ
く
な
 

り
ぬ
。
 

い
ざ
 

行
か
ん
」
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

「
何
方
の
 

道
 

へ
」
 

ブ
 
ラ 

ン ド 
答
 
へ
 す
。
 

ァ
グ
、
 

不
ス
 

r 
庭
の
 

木
戶
を
 

指
し
)
 

「
此
方
へ
 

か
」
 

ブ
ラ
ン
ド
 

r 
家
の
 

木
戶
を
 

指
し
)
 

「
否
、
 

此
方
へ
」
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

(
我
が
 

兒
を
 

高
く
 

腕
に
 

擧
げ
)
 

r
 

祌
ょ
汝
 

の
 

求
め
 

給
 

ふ
 

も
の
 

を
 

我
 

今
汝
の
 

目
前
に
 

致
す
。
 

殉
敎
 

の
 

火
 

も
て
 

我
 

を
 

缚
き
袷
 

ひ
ね
」
 

(
家
に
 

入
る
)
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

妻
の
 

す
ご
く
 

と
し
て
 

再
び
蕩
 

屋
に
 

入
り
 

行
け
る
 

を
 

見
て
 

淚
に
 

破
れ
、
 

身
 

を
 

階
段
に
 

投
げ
て
 

叫
び
 

云
 

ふ
、
 

「
基
督
、
 

基
 

督
、
 

我
に
 

尤
を
與
 

へ
 

給
へ
」
 

と
。
 

試
練
 
は
 遂
に
 
長
く
 
待
ち
望
み
し
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
の
 上
に
 
ひ
し
，
，
 {\ 

と
 押
し
寄
せ
た
り
。
 

三
 

六
 

試
練
 
は
來
 
り
ぬ
。
 
そ
の
 
愛
兒
 
ア
ル
 
フ
は
氣
 
候
の
 
壓
 迫
に
 
堪
へ
 
か
ね
て
、
 
遂
に
 
一
杯
の
 
土
中
に
 
眠
る
べ
き
 
淋
し
き
 
運
命
の
 
末
に
 
走
り
 

ぬ
。
 
遞
々
 
た
る
 
日
月
 
且
つ
 
來
り
 
且
つ
 
往
 き
て
、
 
寂
寞
た
 
る
 ブ
ラ
 
ン
ド
 
の
孤
屋
 
に
も
 
祌
子
 
降
誕
の
 
記
念
日
 
は
 来
れ
り
 
ノ
 ヒ れ

ど
 
そ
こ
に
 
笑
 

語
と
 
歡
聲
と
 
は
 共
に
 
あ
ら
す
。
 
露
々
 
た
る
 
白
雪
 
地
 籟
を
壓
 
し
て
 
頻
り
に
 
下
り
、
 

戶
 外
な
る
 
ア
ル
 

フ 
の
さ
 

i 
や
か
な
る
 
墓
亦
訪
 
ぬ
る
に
 

ば
う
"
 
 

せんきん 

.E た
か
ら
ん
 
と
す
。
 
喪
心
 
病
め
る
 
が
 如
き
 
若
き
 
母
ァ
グ
 
ネ
ス
の
 
眼
底
 
淚
^
 
沱
 と
し
て
 
沾
襟
を
 
代
 ふ
る
の
^
だ
 
に
な
し
。
 
僅
に
 
囘
 顧
の
 

中
に
 
生
き
、
 
愛
子
の
 
在
世
 
を
假
 
想
し
て
、
 
愛
子
の
 
爲
 め
に
 
夏
よ
り
 
心
し
て
 
蓄
 
へ
お
 
き
た
る
 
飾
 木
 を
 
立
て
、
 
以
て
 
喪
家
に
 
も
强
 
ひ
て
 

一
 



抹
の
 

春
風
 

を
 

誘
ひ
來
 

ら
ん
と
 

す
。
 

昨
夜
 

彼
女
、
 

夢
に
 

愛
子
 

を
 

夢
み
 

ぬ
。
 

紅
 

頰
短
祸
 

、
雙
 

手
を
展
 

き
、
 

辛
く
 

跚
歩
 

し
て
、
 

彼
，
 

V
 

が
獨
り
 

橫
 

は
れ
る
 

床
 

邊
に
 

近
づ
き
 

「
母
よ
」
 

と
 

呼
び
な
が
ら
、
 

眄
 

然
と
し
て
 

笑
み
ぬ
。
 

^
は
 

「
我
 

を
 

暖
め
 

給
へ
」
 

と.
. 

ム
 

へ
る
な
 

り
。
 

彼
.
^
 

實
 

に
こ
れ
 

を
 

夢
み
 

ぬ
。
 

寒
か
ら
 

ざ
ら
ん
 

や
 

朔
風
 

吹
き
す
 

さ
む
 

北
國
の
 

冬
。
 

そ
の
 

北
 

阈
の
土
 

巾
に
 

彼
女
が
 

袋
 

愛
な
る
 

船
：
：
 

儿
 

は
^
は
れ
 

り
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
に
 

取
り
て
 

は
、
 

雪
中
に
 

眠
れ
る
 

ア
ル
 

フ 
こ
そ
、
 

天
に
 

あ
り
と
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

云
 

ふ
 

ア
ル
 

フ 
よ
り
も
、
 

^
に
 

^
 

な
ろ
 

も
の
な
 

り
 

し
な
れ
。
 
 

- 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は
 

甲
斐
々
々
 

し
く
 

降
誕
 

祭
の
 

設
備
 

を
な
 

し
、
 

盛
ん
に
 

燭
火
を
 

點
し
牕
 

被
 

を
 

開
き
て
 

窓
外
 

を
^
み
，
 

ア
ル
 

ソ
の
^
 

に
^
し
 

て
獨
 
語
し
て
 
い
ふ
、
 

「
ア
ル
 

フ
ょ
、
 

我
 

汝
の
爲
 

め
に
 

牕
被
を
 

開
き
ぬ
。
 

窒
内
 

の
 

輕
暧
と
 

明
 

光
と
 

願
 

は
く
 

は
汝
の
 

墓
の
 

上
に
 

至
れ
」
 

と
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

こ
れ
 

を
 

聞
く
 

や
、
 

忽
ち
 

ァ
グ
 

ネ
ス
に
 

命
じ
て
 

牕
被
 

を
閉
ぢ
 

し
め
、
 

勵
 

語
し
て
 

2
 

く
、
 

「
何
等
の
 

痴
態
 

ぞ
ゃ
。
 

休
め
よ
、
 

祌
 

意
に
 

對
 

し
て
 

絶
 

對
の
服
 

從
を
爲
 

す
べ
き
の
 

我
等
に
 

し
て
、
 

服
從
 

す
る
 

所
^
っ
て
 

絶
對
 

な
ら
 

ざ
ら
 

ん
に
 

は
、
 

我
等
の
 

爲
 

せ
し
 

所
 

は
 

全
く
 

徒
勞
 

と
な
ら
ん
 

の
み
。
 

界
は
旣
 

に
 

甘
ん
じ
て
 

ア
ル
 

フ
を
祌
 

の
 

祭
^
に
 

搾
 

げ
ぬ
。
 

し
か
も
 

今
 

も
な
 

ほ
 

彼
 

を
 

捧
げ
た
 

る
 

を
 

惜
し
み
 

悲
し
む
 

の
 

心
 

あ
ら
ば
、
 

犠
牲
 

は
 

遂
に
 

犧
牲
 

た
る
 

能
 

は
す
。
 

我
等
が
 

淚
を
 

乔
ん
で
 

恩
愛
の
^
 

を
斷
 

ち
し
み
 

衷
は
 

空
し
く
 

水
泡
に
 

歸
 

せ
ん
な
り
。
 

速
 

か
に
 

牕
被
 

を
閉
ぢ
 

よ
」
 

と
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

は
 

悄
然
と
 

し
て
 

牕
被
を
 

閉
ざ
す
 

と
共
に
、
 

恩
愛
と
 

感
情
と
の
 

扉
 

を
 

閉
ざ
し
ぬ
。
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

が
そ
の
 

愛
妻
に
 

要
求
す
 

る
 

所
 

は
尙
こ
 

、 
に
 

留
ま
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
が
 

ァ
 

ル
 

フ 
の
 

遣
し
 

行
き
し
 

衣
類
 

を
 

取
り
出
し
、
 

ア
ル
 

フ 
の
 

汗
と
 

己
が
 

淚
 

と
の
 

跡
 

を
 

留
め
た
 

る
 

記
念
品
 

を
 

胸
に
 

懐
き
、
 

悲
し
き
 

囘
 

想
の
 

杯
に
 

醉
 

へ
る
 

時
、
 

偶
 

2 
飛
 

3
 

を
 

&
 

し
，
 

尸
 

を
^
き
 

て
 

突
入
し
 

來
れ
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

打
ち
 

見
や
れ
ば
 

襤
摟
を
 

身
に
 

ま
と
 

ひ
て
、
 

寒
 

氣
の
爲
 

め
に
 

戰
慄
 

せ
る
 

嬰
兒
を
 

抱
け
 

る
 

乞
^
の
 

老
ケ
な
 

り
き
。
 

彼
女
 

窒
內
 

に
來
る
 

や
、
 

直
ち
に
 

ァ
グ
 

ネ
ス
に
 

就
い
て
 

ア
ル
 

フ 
の
 

服
 

を
 

求
む
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

固
よ
り
 

逡
 

巡
の
 

色
 

あ
り
、
：
 

フ
ジ
 

ン 
ド
^
:
 



有
 
鳥
武
郞
 

令； ^
 
 ̂
 
五
卷
 
 

四
 
二
 

び
 

色
 

を
 

作
し
て
 

ァ
グ
 

ネ
ス
の
 

惰
弱
 

を
 

罵
り
、
 

凡
て
 

を
擧
げ
 

て
こ
れ
 

を
 

乞
食
の
 

老
女
に
 

贈
ら
し
 

む
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
が
 

胸
中
に
 

潜
め
て
 

珍
 

襲
 

措
 

か
ざ
り
し
 

ア
ル
 

フ
の
 

頭
巾
 

も
 

亦
 

免
る
 

\ 
能
 

は
す
。
 

ァ
グ
 

ネ
ス
 

憤
 

泣
し
て
 

遂
に
 

凡
て
 

を
 

抛
ち
ぬ
。
 

嗚
呼
 

こ
れ
さ
れ
 

ど
 

彼
女
に
 

生
命
 

を
 

求
む
 

る
に
 

等
し
 

か
り
き
。
 

彼
女
 

は
 

忽
然
と
 

し
て
 

他
の
 

世
界
の
 

人
と
な
り
ぬ
^
 

ヱ 
ホ
バ
 

を
 

眼
の
 

あ
た
り
 

見
る
 

も
の
 

は
 

死
す
」
、
 

ア
ル
 

フ 
の
 

墓
と
 

云
へ
 

る
 

語
 

も
 

今
 

は
 

彼
女
の
 

耳
に
 

悲
し
か
ら
 

す
。
 

ア
ル
 

フ
は
實
 

に
 

天
 

に
祌
 

と
共
に
 

あ
り
き
。
 

嗚
呼
さ
れ
 

ど
 

「
エ
ホ
バ
 

を
 

眼
の
 

あ
た
 

り
昆
る
 
も
の
 
は
 死
す
.
 T
 
ァ
グ
 
ネ
ス
 
の
 復
活
 
は
ァ
グ
 
ネ
ス
 
の
 死
な
り
 
き
。
 

悲
し
く
 
も
 苦
し
く
 
も
畏
 
る
べ
き
 
人
生
の
 
デ
ィ
 
レ 

ン 
マ
 を
 見
よ
 

j 

三
 

七
 

若
し
 
犧
牲
獻
 
身
の
 
典
型
 
を
 
見
ん
 
と
 欲
せ
ば
 
ァ
グ
 
ネ
ス
に
 
來
れ
。
 
甘
く
 
香
ば
し
き
 
心
の
 
歌
な
る
 
戀
 愛
と
 
訣
別
し
て
、
 
祌
の
 
名
に
 
於
て
 

生
き
ん
 

が
爲
 

め
に
.
 

ブ
ラ
ン
ド
に
 

從
 

ひ
て
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
の
 

奥
深
く
 

隱
れ
 

住
み
、
 

凡
て
の
 

欲
念
 

を
 

放
擲
し
て
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

精
進
の
 

犠
牲
と
 

な
し
，
 

そ
の
 

甚
 

し
き
に
 

至
っ
て
 

は
、
 

最
愛
 

最
籠
、
 

世
の
 

何
者
に
 

も
 

代
へ
 

が
た
 

き
 

ア
ル
 

フ
の
 

夭
折
 

を
 

も
 

看
過
せ
 

ざ
る
べ
 

か
ら
す
。
 

そ
の
 

囘
想
を
 
だ
に
 
罪
と
 
し
て
 
却
け
 
ざ
る
べ
 
か
ら
す
。
 
そ
の
 
肉
に
 
つ
け
る
 
と
靈
 
に
つ
け
る
 
と
 
を
 問
 は
す
、
 

一 に
こ
れ
 
を
 擧
げ
て
 
エ
ホ
バ
の
 
祭
 

壞
に
 
供
し
た
 
る
 も
の
 
は
 彼
女
な
 
り
き
。
 
犧
牲
 
若
し
 
人
生
の
 
最
高
 
最
大
な
る
 
靈
的
 
活
動
な
ら
 
ば
、
 
ァ
グ
 
ネ
ス
こ
 
そ
 は
 
月
桂
の
 
冠
 を
 以
て
 

酬
い
ら
 
る
べ
き
 
第
一
人
者
に
 
あ
ら
す
 
や
。
 
而
 し
て
 
ァ
グ
 
ネ
ス
が
 
そ
の
 
短
 生
涯
の
 
報
酬
と
 
し
て
 
贏
ち
 
得
た
 
る
 
も
の
 
は
 何
な
り
し
 
や
"
 
死
 

の
み
。
 
唯
 
一 介
の
 
死
の
 
み
。
 

犧
 牲
と
實
 
生
活
と
の
 
こ
の
 
調
和
す
 
ベ
か
ら
 
ざ
る
 
矛
盾
 
を
 如
何
す
 
ベ
 き
。
 

ブ
 
ラ
ン
ド
 
は
 
そ
 
の
 最
愛
 
の
 妻
ァ
グ
 
ネ
ス
 
を
し
て
 
犧
牲
を
 
捧
げ
し
 
め
 
ぬ
。
 
自
己
 
の
 意
志
 
I
 
自
ら
 
神
意
な
 
り 

と
 信
ぜ
 
る
 —
—
 
の
 下
に
 

一
人
の
 
可
憐
な
る
 
女
性
 
を
粉
谇
 
し
ぬ
。
 
而
 し
て
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
 平
然
と
し
て
 
食
 
ひ
 且
つ
 
笑
 ひ
し
ゃ
。
 
あ
ら
す
、
 
あ
ら
す
。
 
彼
 は
や
が
 
て
 



そ
の
 

愛
 

兒
を
追
 

ひ
、
 

そ
の
 

愛
妻
 

を
 

追
 

ひ
、
 

そ
の
 

老
母
 

を
 

追
 

ひ
て
，
 

自
ら
 

も
 

最
後
の
 

犧
牲
の
 

道
 

を
 

選
び
 

求
め
ざ
る
；
 

^
ら
 

ざ
る
な
 

り
。
 

宛
 

ら
鍅
槌
 

も
て
 

粉
碎
 

さ
れ
し
 

如
き
 

ァ
グ
 

ネ
ス
が
、
 

「
今
 

は
 

唯
 

感
謝
の
 

み
。
 

よ
き
 

夜
 

を
 

過
し
 

給
へ
。
 

我
 

は
 

休
息
 

を
 

欲
す
」
 

と
て
^
き
 

火
る
 

ゥ
、
 

獨
り
殘
 

さ
れ
し
 

ブラ
 

ンド
 

は
雙
拳
 

もて
 

胸
を
撲
 

ちつ
 

&、
 

肝
膽
を
 

搾
っ
て
 

叫
ん
で
 

曰く
， 

「
我
が
 

靈
 

魂
よ
 

痛
み
に
 

堪
 

へ
よ
、
 

勝
利
 

は
 

苦
き
 

價
を
 

要
す
。
 

凡
て
 

を
 

失
 

ふ
 

は
 

凡
て
 

を
 

得
る
な
 

り
。
 

亡
失
に
 

倚
ら
す
 

し，
 

て
 

物
 

を
か
瘦
 

得
し
 

得
べ
き
」
 と
。
 

^
然
彼
 

は
 

犬
な
る
 

試
練
に
 

堪
 

へ
ぬ
。
 

彼
の
 

「
凡
 

或
 

無
」
 

主
義
 

は
、
 

^
頭
に
 

上
せ
て
 

人
の
 

に
の
 

み
說
 

く
べ
き
 

{
 

や
：
^
 

な
る
^
:
 

せ
 

に
 

は
 

あ
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

彼
 

は
 

刻
々
 

已
 

み
が
た
 

き
 

精
 

祌
の
服
 

を
 

閃
か
し
て
 

己
が
 

會
 

堂
を
兑
 

ぬ
。
 

小
な
る
 

も
の
-
何
 

ぞ
醜
 

き
。
 

ゲ
 

ル
ド
の
 

所
 

謂
 

「
小
な
る
 

も
の
 

何
ぞ
 

醜
き
」
。
 

彼
 

は
^
 

勵
 

し
て
 

更
に
 

一 
大
 

伽
藍
の
 

建
立
 

を
發
 

念
し
 

ぬ
。
 

時
に
 

叫
 

近
の
 

民
衆
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

戒
行
 

を
^
^
 

きふ ザん 

し
、
 

翁
 

然
と
し
て
 

來
 

り
て
 

そ
の
 

下
風
に
 

就
く
 

に
 

至
り
、
 

嘗
て
 

民
衆
 

を
恃
 

み
て
、
 

ブ
ラ
ン
ド
に
 

對
抗
 

せ
る
 

市
お
 

は
^
 

铖
 

な
る
 

俗
お
 

た
^
 

か
し
 

忽
て
 

ち
そ
の
 

態
度
 

を
 

豹
變
し
 

、
鞠
躬
 

如
と
 

し
て
 

ブ
ラ
ン
ド
 

を
 

訪
ひ
來
 

り
、
 

ブ
 

ラ 
ン 

ド
を
 

起
し
て
 

货
 

尺
 

救
濟
所
 

立
 

の
 

^
を
お
 

く
。
 

し
か
も
 

ブ
ラ
ン
ド
 

昂
然
と
 

し
て
 

こ
れ
に
 

應
 

す
る
 

事
な
 

く
、
 

吿
 

ぐ
る
に
 

己
が
 

事
業
 

あ
り
て
，
 

そ
の
 

爲
 

め
に
 

凡
て
の
 

力
と
 

金
と
 

を
^
ぐ
 

ベ
 

ぎつ
 

きょ
 

き
を
 

以
て
し
、
 

一
年
 

有
半
 

拮
据
 

經
營
の
 

後
、
 

そ
の
 

愛
兒
と
 

愛
妻
と
 

を
 

人
身
御
供
と
 

な
せ
る
 

一
大
.
 

^
院
 

は
^
 

然
と
し
て
 

幽
ハ
介
 

に
^
 

立
す
 
る
に
 
至
れ
り
。
 

一一
 

一
八
 

一
大
 

寺
院
の
 

設
立
 

せ
ら
る
、
 

と
共
に
、
 

忽
ち
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

前
に
 

現
 

は
れ
て
、
 

そ
の
 

寺
院
 

を.
 

S
 

己
の
 

川
に
 

充
て
ん
 

と
す
る
 

も
の
 

は
 

巾
 

長
と
 

長
老
と
 

な
り
き
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

自
己
の
 

開
基
に
 

か
、
 

る
 

寺
院
 

を
、
 

自
己
の
 

事
 

菜
に
^
 

せ
ん
と
せ
 

し
が
、
 

^
ぉ
 

と-
: 

i
:
^
 

と
 

は
，
 

て
の
 

寺
院
が
 
先
づ
 
市
の
 
輻
祉
と
 
在
 來
宗
敎
 
の
 保
護
の
 
故
に
 
用
ゐ
ら
 
る
べ
き
 
を
 主
張
し
て
 
已
 ま
す
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
^
々
 
に
 ̂
 綿
し
て
 
他
の
^
 



4
?
^
 
武
郎
佥
 
^
第
五
 
卷
 
 

ray 

業
 を
 利
 ffl せ

ん
と
す
 
る
 
彼
等
の
 
態
度
に
 
義
憤
 
を
發
せ
 
ざ
ら
ん
 
と
す
る
 
も
 
得
ざ
る
 
に
 至
れ
り
。
 

こ
の
 
時
 突
如
と
 
し
て
 
一
人
の
 
外
 國
傳
道
 
者
 現
 は
れ
 
出
で
 
ぬ
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
こ
れ
 
を
諦
視
 
す
れ
ば
 
實
 
に
こ
れ
 
ァ
グ
 
ネ
ス
が
 
最
初
の
 
愛
人
 

た
る
 
ア
イ
ナ
 
ァ
 な
り
き
。
 
驚
愕
せ
 
る
 ブ
ラ
 
ン
ド
 
に
對
し
 
ア
イ
ナ
 
ァ
は
云
 
ふ
、
 「
我
 は
ァ
グ
 
ネ
ス
と
 
相
 別
れ
て
 
よ
り
 
無
恥
 
無
 賴
の
生
 
を
 送
 

り
ぬ
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
極
、
 
我
が
 
贏
ち
 
得
た
 
る
 
も
の
 
は
殘
 
害
せ
ら
れ
 
た
る
 
健
康
な
 
り
き
。
 
祌
は
我
 
を
 
そ
の
 
膝
に
 
招
き
 
給
 は
ん
が
 
爲
 め
の
 

こと
 

さ 

故
に
、
 
故
ら
 
に
 我
に
 
唱
歌
の
 
才
と
 
華
や
か
な
る
 
性
情
と
 
を
 
賜
 
ひ
ぬ
。
 
而
 し
て
 
其
 等
 を
 無
に
ま
で
 
害
 ひ
 給
 
ひ
ぬ
。
 
是
れ
 
我
が
 
今
日
 
あ
る
 

所
以
な
 
り
。
 
今
 は
 世
の
 
凡
て
の
 
驟
粋
 
我
に
 
於
て
 
宛
ら
 
浮
 雲
の
 
如
し
。
 
我
 は
是
れ
 
よ
り
 
基
督
の
 
敎
を
說
 
か
ん
が
 
爲
 め
に
 
異
教
徒
の
 
群
れ
 

に
投
 
す
る
 
も
の
、
 
慷
語
の
 
寸
暇
 
も
 
亦
 憎
ま
ざ
る
 
可
ら
 
す
」
 
と
、
 
飄
然
と
 
し
て
 
そ
の
 
往
く
所
 
を
 知
ら
す
。
 

何
等
の
 
矛
盾
 
ぞ
ゃ
。
 
ア
イ
ナ
 
ァ
 
こ
そ
 
は
 嘗
て
 
ァ
グ
 
ネ
ス
 
を
 誘
惑
し
て
、
 
人
生
 
を
 夢
 死
せ
 
し
め
ん
と
 
し
た
る
 
醉
牛
；
 
享
樂
の
 
酒
徒
に
 
あ
 

ら
 
ざ
り
 
し
ゃ
。
 
而
 し
て
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
こ
の
 
兇
 乎
よ
り
 
ァ
グ
 
ネ
ス
の
 
純
潔
と
 
靈
 魂
と
 
を
 救
 
ひ
 出
せ
し
 
に
あ
ら
 
ざ
り
 
し
ゃ
。
 
そ
の
 
救
 主
た
 

る
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
は
ァ
グ
 
ネ
ス
 
を
强
 
ひ
て
 
己
が
 
事
業
の
 
爲
 め
に
 
身
 を
 殺
す
 
に
 至
ら
し
 
め
、
 
而
 し
て
な
 
ほ
 煩
悶
と
 
苦
痛
と
 
に
 滿
ち
滿
 
ち
た
 
る
 

悪
戰
 
を
糗
 
け
つ
-
あ
る
 
間
に
、
 
ア
イ
ナ
 
ァ
は
忽
 
如
と
 
し
て
 
復
活
の
 
大
歡
喜
 
を
 味
 
ひ
、
 
惑
 は
す
 
躊
 は
す
、
 
平
然
と
し
て
 
自
己
の
 
天
職
 
を
 

樂
 し
む
の
 
色
 あ
り
。
 
此
の
 
如
く
ん
 
ば
ァ
グ
 
ネ
ス
の
 
死
 は
 栗
し
て
 
何
の
 
用
ぞ
。
 
人
の
 
手
に
 
よ
り
て
 
成
れ
る
 
一
個
の
 
寺
院
に
 
執
着
し
て
、
 

理
想
の
 
成
就
 
を
樂
 
し
ま
ん
 
と
す
る
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
の
 懷
憶
は
 
何
ん
 
の
 陋
ぞ
。
 

ブ
 
ラ 
ン
ド
は
 
望
 洋
の
歎
 
を
な
 
し
て
 
自
己
の
 
血
塗
れ
な
る
 
心
中
 

を
 凝
視
し
 
ぬ
。
 

さしまね 

而
 し
て
 
遂
に
 
彼
 は
 更
に
 
飛
躍
せ
 
り
。
 
民
衆
 
雲
の
 
如
く
 
媢
 集
し
 
來
れ
 
る
を
麾
 
き
、
 
聲
を
勵
 
ま
し
て
 
彼
等
に
 
告
げ
て
 
曰
，
 く， 

「
讓
歩
 
こ
そ
 
悪
魔
 
な
れ
。
 
今
 汝
等
を
 
誘
引
す
 
る
 寺
院
と
 
は
 果
し
て
 
何
ぞ
。
 
單
に
 
一
個
の
 
見
世
物
の
 
み
。
 
汝
等
は
 
そ
の
 
壯
 年
の
 
最
上
 
時
 

よ. H ひ
 
 

はじ 

期
 を
 淫
樂
と
 
耽
溺
と
の
 
中
に
 
送
り
、
 
功
名
と
 
富
貴
と
 
に
 齷
齪
し
、
 
齡
 進
み
 
病
 膏
肓
に
 
入
る
 
に
 及
ん
で
、
 
甫
 め
て
 
神
 を
 求
む
。
 
汝
等
は
 

人
世
の
 
春
 を
 浪
費
し
 
盡
し
、
 
瘦
人
 
と
な
る
 
に
 及
ん
で
 
則
ち
 
神
の
 
懷
に
隱
 
る
。
 
此
の
 
如
き
 
は
；
 大
の
惡
 
む
 所
な
 
り
。
 
汝
 等
の
 
中
 紅
 顏
壯
齡
 



な
る
 
も
の
 
來
 り
て
 
我
と
 
共
に
 
神
の
 
國
を
嗣
 
が
ん
と
 
は
せ
 
す
 
や
。
 
來
れ
。
 
神
 は
 遠
き
 
に
あ
り
、
 
人
袞
 
遂
に
 
そ
 
S
 聖
座
 
た
ら
.
 

そ
の
！
：
 

土
 は
 自
由
に
し
て
 
美
な
 
り
」
 

か
く
て
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
、
 
ァ
グ
 
ネ
ス
と
 
ア
ル
 
フ
を
 
人
身
御
供
 
と
な
し
、
 

一
年
 有
半
の
 
歲
 =: を

 費
し
て
 
建
立
し
た
 
る
 寺
院
 
を
 
一 庇

 だ
に
 

開
く
 
事
な
 
く
、
 
そ
の
 
鍵
 を
 深
淵
の
 
中
に
 
投
じ
、
 

宛
ら
 
シ
 
ー 
ザ
 
ー 
が
 
ル
ビ
コ
ン
 
河
 を
 渡
り
、
 
基
督
が
 
ゲ
ッ
セ
 
マ
ネ
 
を
 出
で
 
し
の
 
意
^
 
を
 

以
て
、
 
民
衆
 
を
將
て
 
山
頂
 
を
 
目
指
し
ぬ
。
 
民
衆
 
は
 恰
も
 
醉
へ
 
る
が
 
如
く
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
熱
意
に
 
呑
み
 
盡
 さ
れ
て
 
家
 を
扮
て
 
骨
肉
 
を
^
て
 

糾
 然
と
し
て
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
後
を
遂
 
ひ
ぬ
。
 
こ
の
間
に
 
あ
り
て
 
失
祌
 
せ
る
 
が
 如
く
 
驚
倒
せ
 
る
 は
 長
老
な
 
り
。
 
彼
が
 
多
年
の
 

愛
牧
 
し
た
 

5£
 

よ 

る
 羊
 群
 は
、
 
悉
く
 
そ
の
 
牧
者
 
を
 離
れ
て
 
あ
ら
ぬ
 
方
に
 
彷
ひ
 
出
で
 
た
り
。
 
頹
 齢
の
 
彼
 は
 何
ん
 
ぞ
 失
望
せ
 
ざ
る
 
を
^
ん
。
 
し
か
も
^
 

は
 

長
老
 
を
 慰
め
 
勵
 ま
し
て
 
曰
く
、
 
「
民
衆
 
も
 
亦
 我
等
と
 
等
し
き
 
人
な
 
り
。
 
彼
等
の
 
逡
巡
 
す
る
 
所
に
 
は
 我
等
 
も
亦
逡
 
巡
す
べ
き
 
な
り
。
 

く 

彼
等
に
 
隨
ひ
 
行
き
て
 
時
機
 
を
 窺
 
ふ
べ
き
 
の
み
」
 

と
。
 

民
衆
の
 
心
 を
 
測
る
 
に
 巧
妙
な
る
 
市
長
よ
。
 
汝
は
實
 
に
 ブ
ラ
ン
ド
の
 
急
所
 
を
 捕
へ
 
得
た
り
。
 
長
老
 
も
 
亦
 云
へ
 
り
 
「
神
 
は
 人
 
を
 失
^
せ
 

し
め
ん
が
 
爲
に
獨
 
創
 カ
を
與
 
ふ
」
 
と
。
 
長
老
よ
、
 
汝
も
亦
 
人
生
の
 
機
微
に
 
觸
れ
 
た
る
 
老
獪
 
漢
 な
り
。
 

民
衆
 
は
 某
し
て
 
中
道
に
 
し
て
 
狐
疑
し
 
始
め
た
り
。
 

夜
 近
づ
き
、
 
眩
 體
疲
勞
 
し
、
 
食
 
S
 乏
し
き
 
に
 及
ん
で
、
 
民
衆
 
は
 漸
く
 
自
己
 
を
 省
み
 
始
め
た
り
。
 
彼
等
の
 
せ
 院
 は
何
處
 
に
あ
る
 
た
る
 

や
。
 
彼
等
 
は
 如
何
に
 
永
く
 
戰
ふ
 
べ
き
な
る
 
や
。
 
そ
の
 
戰
の
 
勝
敗
 
は
 如
何
"
 
勝
ち
得
て
 
獲
る
 
所
 は
 果
し
て
 
何
ぞ
。
 
彼
等
 
は
 ブ
ラ
ン
ド
に
 

信
賴
 
す
る
 
前
、
 
先
づ
 
普
遍
な
る
 
理
解
 
を
 要
求
し
た
り
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
卽
ち
 
彼
等
に
 
敎
 
へ
て
 
曰
く
、
 

「
さ
ら
ば
 
知
ら
し
 
め
ん
。
 
聞
け
。
 

こ
の
 
戰
は
 
生
命
の
 
あ
ら
ん
 
限
り
 
繽
 け
ら
る
べ
し
。
 

神
の
 
前
に
 
汝
等
 
先
づ
 
『
凡
て
 
か
 無
』
 
の
％
 ̂
を
 

な
せ
よ
。
 
汝
 等
が
 
失
 
ふ
 も
の
 
は
マ
ム
 
モ
ン
の
 
神
が
 
與
へ
 
得
る
 
も
の
と
 
逸
樂
の
 
高
枕
、
 
汝
 等
の
 
狻
 得
す
る
 
も
の
 
は
强
烈
 
な
ろ
 
な
^
、
 
向
 

上
す
 
る
 信
念
、
 
純
一
な
る
 
精
神
力
、
 
獻
 身
の
 
美
德
、
 
荊
棘
の
 
冠
卽
ち
 
こ
れ
な
 
り
」
 



有
 

岛
武
郎
 

仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

六
 

と
。
 

此
に
 

於
て
 

か
 

民
衆
 

は
 

愕
然
と
し
て
 

相
呼
應
 

し
て
い
 

ふ
、
 

「
汝
の
 

我
等
に
 

約
せ
 

る
 

は
 

勝
利
者
の
 

榮
冠
 

な
り
き
。
 

而
 

し
て
 

實
 

は
犧
牲
 

の
强
請
 

を
な
 

さ
ん
と
 

す
る
 

に
 

過
ぎ
ざ
る
 

か
」
 

と
。
 

か
く
て
 

混
亂
は
 

忽
ち
 

群
衆
の
 

屮
に
 

生
じ
、
 

甲
論
乙
駁
 

更
に
 

窮
極
す
 

る
 

所
 

を
 

知
ら
す
。
 

き
ふ
ち
 
 

け-
. 

リ 
こ
の
 

時
 

市
長
と
 

長
老
 

急
 

馳
山
を
 

攀
ぢ
來
 

り
て
 

曰
く
、
 

「
若
し
 

汝
等
卽
 

ち
 

今
 

山
 

を
 

下
ら
ば
，
 

フ
ヨ
 

ー 
ド
に
 

於
て
 

稀
 

有
の
 

も
の
 

汝
等
を
 

待
 

て
り
。
 

鰊
 

魚
の
 

大
群
 

岸
逯
に
 

寄
せ
た
り
」
 

と
。
 

群
衆
 

等
し
く
 

こ
れ
 

を
 

聞
い
て
 

踵
を
囘
 

し
、
 

ブ
ラ
ン
ド
に
 

酬
 

ゆ
る
に
 

石
と
 

罵
詈
と
 

を
以
 

て
し
，
 

倉
皇
 

山
 

を
 

下
り
 

去
り
ぬ
。
 

知
ら
す
 
や
 
一
 群
の
 
鰊
 は
よ
 
く
 
眞
理
を
 
呑
む
 
に
 足
る
 
を
。
 

一
二
 

九
 

市
長
と
 

長
老
と
、
 

か
の
 

民
衆
 

を
 

率
 

ゐ
て
山
 

を
 

下
る
 

や
，
 

民
衆
 

を
將
て
 

再
び
 

舊
 

態
に
 

返
ら
し
 

め
し
 

を
 

誇
り
、
 

相
慶
 

喜
し
て
 

語
る
 

ら
く
、
 

長
老
 

「
神
の
 

恩
惠
 

に
よ
り
て
 

我
等
の
 

間
に
 

反
動
の
 

精
神
の
 

絶
え
ざ
る
 

を
 

謝
す
」
 

市
長
 

「
反
 

亂
の
 

漸
く
 

甚
 

し
か
ら
 

ざ
る
に
 

そ
 

を
防
遏
 

せ
し
 

は
 

我
が
 

力
な
り
 

レ
 

長
老
 

「
奇
蹟
に
 

よ
ら
 

す
ん
 

ば
 

遂
に
 

こ
の
 

效
菜
を
 

牧
め
得
 

じ
」
 

市
長
 

「
奇
蹟
と
 

は
」
 

長
老
 

「
魚
群
の
 

市
 

近
く
 

來
れ
る
 

一
 

事
な
 

り
」
 

市
長
 

「
そ
 

は
わ
が
 

方
便
の
 

虚
構
の
 

み
」
 

長
老
 

「
虚
構
と
 

や
 

M:
」 

卽
ち
 
互
に
 
口
に
 
手
し
て
 
相
 顧
み
て
 
竊
笑
 
し
ぬ
。
 



こきょう 
たよ 

ブ
ラ
 
ン
ド
は
 
遂
に
 
孤
獨
 
と
な
り
ぬ
。
 
打
ち
 
見
や
れ
ば
 
遙
 か
な
る
 
彼
方
、
 
孤
筇
を
 
便
り
て
 
孑
 然
と
し
て
 
山
顶
を
 
指
し
て
 
歩
 を
 
述
ぶ
も
 

の
 は
 彼
な
 
り
。
 
唯
 
一
 人
 ブ
ラ
ン
ド
の
 
踵
 を
 追
 
ふ
 も
の
 
あ
り
。
 
是
れ
 
か
の
 
山
野
の
 
兒
ゲ
 
ル
ド
な
 
り
き
。
 
長
老
^
 
か
に
 
こ
れ
 
を
^
み
 
は. て

 

E  く
、
 

「
彼
 尙
 ほ
そ
の
 
夢
想
 
を
 休
む
 
る
 事
な
 
く
ん
ば
，
 
彼
が
 
墓
に
 
刻
ま
る
べ
き
 
記
銘
は
 
『
ブ
ラ
ン
ド
の
 
墓
、
 
彼
の
 

一
 生
 は
 悲
し
き
 

一
 や： な

り
 

き
。
 
彼
 は
 唯
 
一
 箇
の
靈
 
を
 救
へ
 
る
の
 
み
な
り
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
靈
と
 
は
ゲ
 
ル
ド
と
 
云
へ
 
る
 狂
 亂
の
兒
 
の
み
』
 
な
ら
ん
 
な
り
」
 

と
。
 
群
衆
 
亦
 長
老
に
 
和
し
て
 
口
々
 
に
 罵
り
て
 
曰
く
、
 
「
見
よ
、
 
不
孝
の
 
子
、
 
不
 愛
の
 
夫
、
 
不
 慈
の
 
父
、
 
詐
 偽
お
，
 
夢
 遊
お
^
、
：
，
；
：
 
も
 

て
 打
ち
、
 
打
ち
て
 
死
に
 
至
ら
し
 
む
べ
き
 
の
鞏
」
 
と
。
 

ブ
ラ
 
ン
ド
 
は
旣
に
 
彼
等
の
 
聲
を
 
聞
か
ざ
る
 
ま
で
に
 
彼
等
と
 
懸
絶
せ
 
り
。
 
彼
 は
、
 
氷
結
ん
で
 
永
劫
の
 
春
 を
 閉
ざ
し
、
 
頻
 -M か

 
k 
つ
て
 
不
 

斷
の
冬
 
を
 叫
ぶ
 
山
頂
に
 
向
っ
て
 
進
み
、
 
群
衆
 
は
 
フ
ヨ
 
ー 
ド
の
 

一
 端
、
 黑
く
 
雨
に
 
さ
ら
さ
れ
 
た
る
 

一
 群
の
 
陋
屋
み
 
若
.
 十
の
 
W
 圆
、
 
お
：
 十
の
 

そんろ 

牛
馬
、
 
若
干
の
 
漁
 魚
と
 
を
 有
す
る
 
己
が
 
祖
先
 
傳
來
の
 
村
閻
を
 
目
が
 
け
て
 
退
き
 
行
き
ぬ
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
蟥
 
群
の
 
如
く
 
眼
下
 
遙
 か
に
 
恋
 励
 

す
る
 
群
衆
 
を
 
見
や
り
な
が
ら
 
浩
 歎
し
て
 
曰
く
，
 

「
彼
等
 
遂
に
 
甦
生
の
 
好
機
 
を
 逸
し
 
去
り
ぬ
。
 
嗚
呼
 
誰
か
 
彼
等
の
 
生
活
 
を
 見
て
 
且
つ
 
悲
し
み
 
且
つ
 
歎
く
 
を
 禁
じ
 
得
ん
 
や
。
 
彼
等
 

抓
 

は
 塞
が
れ
、
 
彼
等
の
 
熱
意
 
は
 冷
さ
れ
、
 
彼
等
の
 
希
望
 
は
閉
 
さ
る
。
 

IK に
 就
く
べ
き
 
の
 靈
を
享
 
け
て
 
生
れ
た
 
る
 彼
等
 
は
、
 

荷
の
 
は
め
 

に
 地
 を
 匐
う
て
 
死
す
。
 
彼
等
の
 
悲
慘
 
な
る
 
運
命
 
を
 思
 ひ
、
 
幾
度
 
か
 彼
等
の
 
爲
 
め
に
 
憐
憫
の
 
淚
を
拭
 
ひ
し
と
 
す
る
 
ぞ
。
 
^
え
な
ん
 
と
す
 

る
 傳
說
を
 
固
守
し
、
 
反
撥
の
 
力
な
く
 

一  日
を
偷
 
安
し
、
 
生
く
べ
き
 
眞
の
道
 
を
 失
 
ひ
 去
り
た
 
る
 彼
等
 
は
 

に
憫
れ
 
む
べ
き
 
に
あ
ら
 
す
 
や
。
 

夜
、
 
暗
き
 
夜
、
 
而
 し
て
 
更
に
 
夜
。
 
誰
か
 
炬
火
 
を
 執
っ
て
 
彼
等
 
を
 夢
 死
よ
り
 
救
 
は
ん
も
 
の
ぞ
。
 
好
矣
。
 
彼
等
 
我
に
 
^
 か
ざ
ら
ば
、
 

そ
 は
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 
笫
五
卷
 
 

四
 
八
 

兎
 

ま
れ
、
 

我
 

彼
等
の
 

爲
 

め
に
 

最
後
ま
で
 

生
き
ん
。
 

百
 

千
の
 

彼
等
の
 

中
 

奮
勵
已
 

ま
ざ
る
 

も
の
 

我
 

一
人
 

あ
ら
ば
，
 

神
 

も
 

亦
 

彼
等
の
 

罪
を
少
 

し
く
 

輕
 

く
し
 

給
 
は
ん
か
」
 
 

， 

こ
の
 
時
^
 
屮
に
聲
 
あ
り
、
 
嵐
の
 
間
に
 
響
き
て
 
い
ふ
、
 

さと 

「
蟲
 

よ
、
 

夢
み
 

る
 

も
の
よ
。
 

汝
 

救
世
の
 

大
業
 

を
 

成
さ
ん
 

と
す
る
 

の
 

無
謀
 

を
 

覺
れ
。
 

汝
の
 

一大
 

授
は
克
 

く
 

救
世
主
た
り
 

得
べ
き
 

そ
れ
な
ら
 

す
。
 

天
 

を
嗣
ぎ
 

得
る
 

も
の
 

は
汝
 

に
あ
ら
 

す
。
 

地
に
 

生
れ
た
 

る
蟲
 

よ
、
 

地
の
 

爲
 

め
に
 

生
き
よ
」
 

と
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

こ
の
 

聲
を
 

聞
き
 

疑
惑
 

衷
に
萌
 

す
。
 

こ
の
 

時
义
 

空
中
に
 

影
 

あ
り
、
 

婦
人
の
 

姿
に
 

し
て
 

暗
雲
 

を
 

劈
き
て
 

現
 

は
る
。
 

自
ら
 

云
 

ふ
、
 

「
我
 

は
ァ
グ
 

ネ
ス
な
 

り
。
 

君
 

を
 

幸
福
に
 

導
く
、
 

の
 

道
 

は
 

唯
一
 

つ
。
 

二
度
 

そ
の
 

道
 

を
 

失
せ
ば
 

君
の
 

前
途
に
 

は
 

死
、
 

我
と
 

ア
ル
 

フ 
と
の
 

前
途
に
 

は
 

苦
悶
 

あ
ら
ん
。
 

一.
 

事
 

を
 

捨
て
よ
、
 

然
 

ら
ば
 

君
 

は
 

生
き
 

且
つ
 

安
 

か
ら
ん
」
 

と
。
 

ブ
ラ
 

ン
ド
卽
 

ち
そ
の
 

一
 

事
の
 

何
な
る
 

か
 

を
 

問
 

へ
ば
 

卽
ち
 

曰
く
 

、
『
凡
て
 

か
 

無
 

か
』
 

こ
れ
な
 

り
と
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

敢
然
と
 

し
て
 

曰
く
 

「
焉
ぞ
 

再
び
 

劍
を
 

鞘
に
 

す
る
 

を
 

得
ん
 

や
」
。
 

幻
影
 

曰
く
 

「
拔
劍
 
も
途
に
 
何
の
 
爲
す
 
所
な
 
き
を
 
知
ら
ば
、
 
寧
ろ
 
そ
 を
 鞘
に
 
す
る
 
を
擇
 
ば
ざ
る
 
可
ら
 
す
」
。
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
曰
く
 
「
若
し
 
我
が
 
努
力
 
何
ん
 

の
 効
 菜
 を
齎
し
 
得
.
 f
 と
す
る
 
も
、
 
少
く
 
と
も
 
憧
憬
て
 
ふ
 大
氣
魄
 
を
 後
昆
の
 
爲
 め
に
 
遣
す
 
を
 得
べ
 
し
」
 
と
。
 
幻
影
 
此
に
 
於
て
 
か
 大
呼
し
 

て
 
曰
く
 
「
死
せ
 
よ
 
地
上
に
 
於
け
 
る. i

 用
の
 
長
物
よ
」
 

と
。
 
殘
る
 
も
の
 
は
 唯
 鷲
 鳥
の
 
羽
音
の
 
み
。
 
こ
れ
 
ブ
ラ
ン
ド
 
を
 最
後
に
 
誘
惑
 
せ
ん
 

と
せ
し
 
「
讓
 歩
の
 
靈
」
 な
り
き
。
 
と
さ
 

忽
ち
に
 
し
て
 
ゲ
ル
 
ド
、
 
銃
を
秉
 
つ
て
 
現
 は
る
 
。
嚮
 き
の
 
羽
音
 
を
 
殘
 し
て
 
飛
翔
し
 
去
り
し
 
も
の
 
こ
そ
 
彼
女
が
 
追
踪
 
し
て
 
已
 ま
ざ
り
し
 
敵
 

手
 な
れ
。
 

ゲ
 
ル
ド
、
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
完
膚
な
き
ま
で
に
 
傷
つ
き
 
痛
め
る
 
を
 見
、
 
そ
の
 
前
に
 
跪
き
て
 
云
 ふ
 、
「
こ
れ
 
ぞ
 我
が
 
救
 主
 基
督
の
 
再
 

來
な
ら
 
す
 
や
。
 
我
 今
に
 
至
る
 
ま
で
 
君
 を
 
一
箇
の
 
僧
侶
と
 
な
し
き
。
 
焉
ぞ
 
知
ら
ん
 
君
 は
 
彼
、
 世
界
の
 
第
一
人
者
な
 
ら
ん
と
 
は
。
 
見
 給
へ
、
 

君
が
 
在
る
 
此
處
 
こ
そ
 
は
 
我
が
 
常
に
 
云
 
ふ
 所
の
 
氷
の
 
寺
な
る
 
を
」
 
と
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
苜
を
囘
 
ら
し
て
 
W
 邊
を
 
兒
れ
 
ば
、
 
實
に
爾
 
か
な
り
 

き
。
 
鳴
 呼
 ゲ
ル
 
ド
も
亦
 
彼
 を
 解
せ
 
す
。
 
ゲ
 
ル
ド
が
 
最
高
 
最
崇
 
な
り
と
の
 
氷
の
 
寺
 も
 
ブ
ラ
ン
ド
に
 
は
 何
者
 
に
て
も
 
あ
ら
す
。
 
彼
の
 
往
か
 



,
 
 

fc うねん 

ん
 
と
す
る
 
所
 は
 更
に
 
千
里
の
 
彼
方
の
 
み
。
 
ブ
 
ラ 
ン
ド
が
 
祌
に
禱
 
念
し
て
 
得
ん
 
と
 悶
え
た
 
る
 も
の
 
は
 遂
に
 
得
る
 
に. S

 な
き
 
か
 。
「
何
故
に
 

神
 は
 
一
 度
 だ
に
 
我
 を
 
そ
の
 
胸
に
 
は
 抱
き
 
給
 は
ざ
る
」
、
 
こ
れ
 
ブ
ラ
 
ン
ド
 
が
そ
の
 
十
字
架
 
上
に
 
發
 
せ
る
^
 
後
の
 
叫
び
な
 
り
き
。
 

あや i 

こ
の
 
時
 轟
然
と
 
し
て
 
銃
 聲
四
邊
 
に
 響
き
、
 
ゲ
ル
 
ド
は
 
謬
た
 
す
 彼
の
 
敵
手
 
を
 屠
り
ぬ
。
 

「
讓
 歩
の
 
靈
は
 
死
し
 
ぬ
」
、
 「
凡
て
 
か
 無
 か
は
^
 

上
の
 
玉
座
 
を
 占
め
ぬ
」
。
 
人
の
 
遂
に
 
成
し
 
能
 は
ざ
る
 
所
 は
將
に
 
成
就
 
せ
ら
れ
ん
 
と
せ
り
。
 

四
 
一
 

- れ
 
 

つ んざ 

こ
の
 
時
 突
如
と
 
し
て
 
大
雪
 
崩
 
は
 山
頂
よ
り
 
起
り
 
ぬ
。
 
巖
を
 
劈
き
 
樹
を
根
 
こ
ぎ
に
 
し
、
 
百
雷
 
を
驅
 
り
千
電
 
を
^
め
、
 

天
 を
^
 
ひ
 地
 を
 

動
か
し
て
、
 
唯
兒
 
る
漫
々
 
た
る
 
大
雪
 
野
 は
 山
背
の
 
傾
斜
 
を
 河
漢
の
 
如
く
 
流
れ
 
下
り
ぬ
。
 
あ
な
 
や
と
 
云
 
ふ
 問
 も
な
 
く
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
姿
 は
 

そ
の
 
下
に
 
葬
ら
れ
た
り
。
 

唯
 聞
 ゆ
る
 
は
頹
 
雪
の
 
怒
號
 
の
み
。
 
そ
の
 
す
さ
ま
じ
き
 
怒
號
の
 
中
に
、
 
更
に
 
莊
嚴
を
 
極
め
て
 
聞
え
 
來
 る
の
 
a
s
 あ
り
。
 

「
神
 

は
 

愛
な
 

り
」
 

こ
れ
 
何
等
の
 
謎
語
ぞ
 
や
。
 四
 
二
 

「
神
 

は
 

愛
な
 

り
」
 

嗚
呼
 
是
れ
 
何
等
の
 
謎
 語
ぞ
ゃ
 

e 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 

第
五
 
卷
 
 

五
 〇
 

はじ 

「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

一
度
び
 
文
壇
に
 
投
ぜ
ら
 
る
 

.1 や
、
 
イ
ブ
セ
ン
の
 
名
聲
は
 
一
躍
し
て
 
世
界
的
と
 
な
れ
り
。
 
イ
ブ
セ
ン
 
は
甫
 
め
て
 
歐
洲
の
 

注
目
す
 
る
 自
己
 
を
 見
出
せ
り
。
 

ク
 

. 
ス
 
チ
ア
 

一一 ァ
 及
び
 
露
國
の
 
劇
場
 
は
こ
れ
 
を
 
登
場
し
て
 
熱
狂
せ
 
る
 觀
客
を
 
牽
引
せ
 
り
。
 
歐
洲
の
 
北
 

部
が
 
南
部
に
 
對
 し
て
 
發
 し
た
る
 
彈
 正
の
 
聲
は
、
 
默
 殺
に
 
遇
う
て
 
亡
ぶ
べ
く
 
餘
 り
に
 
大
 な
り
き
。
 

餘
光
 
漸
く
 
か
す
か
な
 
ら
ん
と
 
す
る
 
信
仰
の
 
焰
、
 
曖
昧
に
 
衣
す
 
る
に
 
模
稜
を
 
以
て
せ
ん
 
と
す
る
 
道
義
の
 
光
、
 
生
に
 
對
 す
る
 
倦
怠
の
 
餘
 

り
 
極
端
な
る
 
刺
戟
 
を
 追
 
ひ
 求
む
 
る
頹
 
壞
の
氣
 
勢
、
 
內
在
 
能
力
の
 
分
裂
、
 
外
来
 
感
化
の
 
不
統
一
、
 
個
性
の
 
破
 壌
、
 社
會
 
生
活
の
 
不
均
衡
、
 

摸
索
 
的
 盲
動
、
 
詭
辯
 
的
 無
爲
、
 

一
代
の
 
趨
勢
 
は
 常
に
 
そ
の
 
最
後
の
 
幕
 を
 
か
く
の
 
如
く
し
て
 
閉
づ
。
 
第
 
十
九
 
世
紀
 
後
期
に
 
於
け
 
る
歐
洲
 

の
 狀
態
は
 
亦
 
か
く
の
 
如
き
 
も
の
な
 
か
り
し
 
と
せ
す
。
 
劍
と
 
火
と
 
を
 
以
て
 
現
 は
る
-
革
命
な
 
か
り
し
 
故
 を
 
以
て
、
 
我
等
 
は
 時
代
の
 
推
移
 

を
 等
閑
 
視
す
 
る
の
 
愚
 を
な
 
す
べ
 
け
ん
や
。
 

か
の
 
文
藝
 
復
興
の
 
淵
源
 
を
爲
し
 
華
々
 
し
く
 
近
世
の
 
幕
 を
 開
き
し
 
歐
洲
の
 
南
部
 
は
、
 
匆
々
 
馳
 

馬
の
 
馳
す
 
る
が
 
如
き
 
文
明
の
 
進
歩
に
 
對
 し
て
、
 
過
去
 
を
囘
 
顧
し
て
 
後
昆
に
 
誇
示
す
 
る
 老
爺
の
 
痴
態
に
 
陷
れ
 
り
。
 

南
方
の
 
衰
 
ふ
る
や
、
 
歐
洲
の
 
文
明
の
 
重
心
 
は
 自
ら
 
北
方
に
 
移
ら
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 

而
 し
て
 
北
方
 
は
ハ
 

ー 
キ
 
ユ
リ
 
ー 
ズ
の
 
精
力
と
 
敢
爲
 

と
を
以
 
て
 
こ
の
 
北
 来
の
 
文
明
に
 
對
 し
て
 
深
刻
な
る
 
解
剖
 
的
 批
判
 
を
 加
 
へ
 始
め
た
り
。
 

若
き
 
者
の
 
意
氣
 
可
ん
 
ぞ
 g
 昂
 た
る
。
 
そ
の
 
眼
力
 
は
 透
徹
し
、
 

そ
の
 
判
斷
は
 
果
敢
な
り
。
 

見
よ
、
 
か
の
 
「
凡
 或
 無
」
 
の
 宣
傳
者
 
ブ
ラ
ン
 

ド
は
 
純
然
た
る
 
北
方
の
 
權
化
 
に
あ
ら
 
す
 
や
。
 
彼
 明
確
 
何
者
 
を
も
蔽
 
は
ざ
る
 
自
己
の
 
態
度
 
を
 提
げ
て
、
 
南
よ
り
 
来
れ
る
 
髯
 白
き
 
珍
客
 
を
 

迎
 
へ
ぬ
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
威
儀
 
堂
々
 
た
る
 
老
 者
の
 
面
影
の
 
中
に
、
 
經
 験
て
 
ふ
 小
皺
 
も
て
 
波
打
て
る
 
表
情
の
 
後
ろ
に
 
傳
說
と
 
歷
史
と
 
を
 衣
 

し
た
る
 
醜
き
 
「
死
」
 

の
 冷
笑
 
を
 
見
た
り
。
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
 猛
然
と
 
し
て
 
こ
の
 
「
死
」
 を
 
一
撃
の
下
に
 
斃
 さ
ん
と
 
せ
り
。
 
こ
れ
 
然
し
 
ブ
ラ
ン
 

ド
の
 
誤
算
な
 
り
き
。
 
「
死
」
 
は
 千
 軍
 萬
 馬
の
 
間
 を
馳
せ
 
潜
り
て
、
 
機
に
 
臨
み
 
變
に
應
 
す
る
 
術
 數
を
體
 
得
せ
る
 
し
た
 

\ 
か
 者
 な
れ
ば
 

ブ
 

ラ
ン
ド
が
 
唯
 
一
 撃
と
 
打
ち
下
ろ
す
 
匁
 を
 
易
々
 
と
か
 
は
し
て
 
幾
度
 
か
签
を
 
打
た
 
し
め
た
り
。
 
此
に
 
於
て
 
か
 ブ
ラ
 
ン
ド
は
 
年
少
 
氣
銳
氣
 
を
 

良
う
て
 
惡
戰
 
苦
闘
の
 
已
 む
な
 
き
を
 
も
 敢
て
擇
 
ぶ
に
 
至
れ
り
。
 
そ
の
 
母
と
 
そ
の
子
と
 
そ
の
 
妻
と
 
を
犧
牲
 
と
な
し
、
 
係
累
 
覊
絆
を
 
身
邊
ょ
 



り
 

絶
ち
て
 

孤
 

身
單
劍
 

萬
 

事
 

を
 

こ
の
 

一
事
に
 

賭
し
て
 

戰
 

へ
り
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

そ
の
 

全
 

努
力
 

を
 

そ
の
 

目
途
す
 

る
？
^
 

に
倾
ヒ
 

し
、
 

^
こ
 

農
夫
よ
り
 

は
 

そ
の
 

若
き
 

子
 

を
 

救
 

ひ
、
 

ア
イ
ナ
 

ァ
 

よ
り
 

は
ァ
グ
 

ネ
ス
 

を
 

救
 

ひ
、
 

巿
長
佾
 

侶
よ
り
 

は
 

群
^
 

を
 

救
 

ひ
、
 

よ
り
 

は
 

ゲ
レ
ド
 

を
 

救
 

ひ
ぬ
。
 

餘
す
所
 

は
 

自
己
の
 

理
想
の
 

建
設
 

あ
る
の
 

み
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

渾
身
の
 

カ
を
扳
 

ひ
こ
の
 

一
 

事
の
 

成
就
に
 

沒：
： 

g
 

せ
り
。
 

こ
の
 

ク
 

ラ
イ
 

マ
ッ
ク
ス
な
 

く
ん
ば
 

今
に
 

迨
 

る
の
 

努
力
 

は
 

畢
竟
 

煙
の
 

如
く
 

徒
 

雨
 

な
れ
ば
 

な
り
。
 

*
 
 

き 

し
か
も
 

フ 
ラ
ン
ド
 

は
こ
の
 

最
後
の
 

ー
篑
に
 

蹉
跌
せ
 

り
。
 

こ
れ
 

そ
の
 

悲
劇
な
 

り
。
 

凡
そ
 

新
し
き
 

者
の
 

努
力
が
 

陷
る
 

悲
劇
の
 

第
 

だ
^
:
：
:
 

な
り
 

o 

四 四 

か
の
 

農
夫
の
 

若
き
 

子
 

は
 

再
び
 

そ
の
 

父
に
 

從
 

ひ
て
 

去
り
ぬ
。
 

ア
イ
ナ
 

ァ
は
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

苦
悶
し
て
 

使
命
の
 

成
就
に
 

隊
し
 

せ
る
 

出
に
、
 

超
然
と
 

し
て
 

一
 

圖
に
傳
 

道
に
 

傾
注
す
 

る
 

神
の
 

使
徒
と
 

な
り
ぬ
。
 

群
集
 

は
 

市
長
の
 

口
 

辯
に
 

い
^
は
ら
れ
て
 

ブ
ラ
ン
ド
に
^
 

き
て
 

去
り
ぬ
 

o 
 

^
 

に
 

ブ
ラ
ン
ド
に
 

向
上
の
 

一
路
 

を
喑
 

示
せ
し
 

ゲ
ル
 

ド
も
 

最
後
の
 

危
機
に
 

臨
み
て
 

は
、
 

依
然
と
し
て
：
 

の
 

^
キ
£
 

に
陷
 

り
ぬ
。
 

か
く
て
 

ブ
 

ラ
 

ン
ド
が
 

企
て
た
 

る
 

折
伏
 

的
 

事
業
の
 

凡
て
 

は
 

宛
ら
 

砂
上
の
 

家
の
 

如
く
、
 

頹
 

然
と
し
て
 

失
敗
の
 

悲
境
に
 

ひ
た
 

定
 

り
し
ぬ
。
 

詮
方
な
 

く
 

ブ
ラ
 

ン
ド
は
 

唯
獨
り
 

そ
の
 

積
極
的
 

事
業
な
る
 

自
己
 

理
想
の
 

建
立
に
 

向
っ
て
 

驀
進
 

せ
ん
と
せ
 

り
。
 

し
か
も
 

ブ
ラ
ン
ド
が
 

こ
 

の
 

事
業
に
 

對
 

し
て
 

歩
 

を
 

運
ぶ
 

事
數
 

歩
な
ら
 

ざ
る
に
、
 

頹
雪
は
 

山
を
壓
 

し
て
 

襲
 

ひ
 

来
れ
り
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
 

莊
碳
,
 

比
な
る
 

「
p
 

は
：
 

に
な
 

り
」
 

の
聲
を
 

耳
に
 

し
つ
.
^
、
 

失
敗
 

絕
望
、
 

喑
黑
の
 

谷
底
 

遠
く
 

冷
 

か
な
る
 

白
雪
に
 

包
ま
れ
て
 

墜
落
し
 

去
り
ぬ
。
 

さ
な
り
、
 

我
等
が
 

期
待
す
 

る
 

樂
園
は
 

遠
し
。
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

短
き
 

然
し
な
が
ら
 

強
き
 

一
生
 

を
 

悲
劇
に
 

終
ら
 

し
め
た
る
 

イ
ブ
セ
ン
の
：
 

人
 

才
と
 

衷
情
と
 

を
 

我
等
 

は
 

崇
め
 

且
つ
 

悲
し
ま
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

我
等
 

は
こ
の
 

劇
に
 

於
て
、
 

歐
洲
 

文
明
の
 

極
致
 

も
 

亦
が
 

ぼ
と
 

も
す
 

ベ
か
ら
 

ャ
 

J 

る
 

悲
し
き
 

謎
の
 

人
類
に
 

投
 

ぜ
ら
れ
 

た
る
 

を
覺
 

る
べ
き
 

な
り
。
 

「
祌
は
 

愛
な
 

り
」
、
 

こ
の
 

語：
！：
 

ぞ
 

我
等
の
 

耳
に
 

せ
き
。
 

し
か
も
 

我
^
が
；
：
：
：
 

し
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

五
 二
 

た
る
 
文
明
、
 
有
せ
ん
 
と
す
る
 
文
明
 
は
こ
の
 
語
に
 
的
確
な
る
 
具
體
 
的
の
 
證
明
 
を
與
へ
 
得
べ
 
し
ゃ
。
 
イ
ブ
セ
ン
 
は
 新
し
き
 
文
明
の
 
舊
き
文
 

明
を
嗣
 
が
ざ
る
 
に
 先
 だ
ち
、
 
斷
乎
 
と
し
て
 
我
等
の
 
失
望
に
 
終
る
べ
き
 
を
宣
 
明
せ
 
り
。
 
か
く
て
 
新
た
に
 
生
れ
 
來
 ら
ん
と
 
す
る
 
北
方
 
文
明
 

は
、
 
イ
ブ
セ
ン
 
に
よ
り
て
 
旣
に
 
I
I
 に
 悲
し
き
 
豫
 想
を
與
 
へ
ら
れ
た
り
。
 

而
 し
て
 
我
等
 
は
 衷
心
 
イ
ブ
セ
ン
 
の
こ
の
 
傲
 語
に
 
對
 し
て
 
唯
々
 

た
る
の
 
外
 を
 知
ら
 
ざ
ら
ん
 
と
す
。
 

さ
え
 
ど
 
文
明
 
は
 遂
に
 
南
方
に
 
停
滞
せ
 
し
む
 
可
ら
 
す
。
 
文
明
 
は
必
 
す
北
漸
 
す
べ
し
。
 
何
故
 
ぞ
ゃ
。
 
憧
憬
の
 
熱
情
、
 
現
在
に
 
對
 す
る
 
執
 

1
、
 
新
た
に
 
し
て
 
日
に
 
又
 新
た
な
 
ら
ん
と
 
す
る
 
衝
動
 
は
、
 
こ
れ
 
北
方
の
 
み
が
 
有
す
る
 
新
し
き
 
力
な
れ
ば
 
な
り
。
 
人
類
 
は
 最
後
の
 
理
想
 

に
 達
し
 
得
す
と
 
す
る
 
も
、
 

一
 轉
歩
を
 
こ
&
に
 
成
就
し
 
得
べ
 
し
。
 
そ
の
 
行
爲
 
に
よ
り
て
 
地
上
 
樂
 園
の
 
切
實
 
な
る
 
追
慕
 
を
 大
呼
す
 
る
 を
 得
 

べ
し
。
 

戎
 
就
し
 
得
す
ん
 
ば
少
 
く
と
 
も
 
意
志
す
べ
し
。
 
意
志
せ
 
ざ
る
 
を
 得
す
。
 
こ
-
に
 
我
等
の
 
力
 
は
あ
り
、
 
本
能
 
は
あ
り
。
 

こ
の
 
新
し
き
 
力
 

を
カ
說
 
せ
る
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

が
 嵐
の
 
如
く
 
歐
洲
の
 
思
潮
 
を
 震
 
ひ
た
る
 
は
 洵
に
宜
 
な
ら
す
 
や
。
 
筆
致
 
を
 
以
て
 
生
く
 
る
の
 
書
 あ
り
。
 
情
理
 

ぁ
づ
か
 
 

、-
 

1 
1 

を
 
以
て
 
生
る
 
の
 書
 あ
り
、
 
思
想
 
を
 
以
て
 
生
く
 
る
の
 
書
 ぁ
リ
。
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 
は
 そ
の
 
何
れ
に
 
も
與
る
 
事
な
 
し
。
 
そ
 
は
 力
 を
 
以
て
 
生
く
 
る
 

の
 If 曰 な

れ
ば
 
な
り
。
 

• 
四
 

五
 

「
ブ
ラ
 
ン
ド
」
 
は
 
イ
ブ
 
セ
ン
が
 
そ
れ
に
 
次
い
で
 
世
に
 
問
 
ひ
し
 
「
ビ
 
ー
ケ
 
ギ
ン
 
ト
」
 
と
 倂
せ
讀
 
み
て
 
始
め
て
 
そ
の
 
意
義
の
 
完
 き
を
 
見
る
 

を
 得
 可
し
。
 

「
ブ
 
ラ
 
ン ド

」
 は
 北
方
が
 
南
方
 
文
明
に
 
與
 
へ
た
る
 
深
刻
な
る
 
批
評
に
 
し
て
、
 
「
ビ
 
ー 

ル
.
 ギ
 
ン
 
ト
」
 は
 南
方
 
文
明
が
 
北
方
に
 
對
 

し
て
 
投
げ
た
 
る
 骨
 を
 刺
す
 
諷
刺
 
な
れ
ば
 
な
り
。
 
後
來
 
イ
ブ
セ
ン
 
は
、
 
「
人
民
の
 
敵
」
 
を
 著
し
た
 
る
 後
 自
己
の
 
態
度
 
を
 容
赦
な
 
く
觀
 
照
し
 

て
 「
野
 鴨
 
一 を 
世
に
 
示
し
ぬ
。
 

「
ビ
 
ー 

ル. ギ
ン
 
ト
」
 が
 「
ブ
ラ
ン
ド
」
 
に
 於
け
 
る
 關
係
も
 
亦
 か
く
の
 
如
き
 
も
の
 
あ
り
 



イ
ブ
セ
ン
、
 

ブ
ラ
ン
デ
ス
に
 

致
せ
る
 

書
中
に
 

曰
く
 

T
 

我
 

は
 

『
ブ
ラ
ン
ド
』
 

の
 

主
人
公
に
 

如
何
な
る
 

入
 

を
 

も
 

常
て
 

篏
め
 

可
し
 

と
^
 

す
。
 

敢
て
 

僧
侶
た
 

る
 

を
 

要
せ
す
。
 

地
 

動
說
を
 

主
張
せ
 

る
 

ガ
リ
レ
オ
 

可
な
 

り
。
 

デ
ン
 

マ.
' 

ク
に
 

於
け
 

る
 

保
 

や
 

反
^
派
の
^
 

に
^
す
る
 

パ
 

を
 
以
て
す
る
 
も
 
亦
 可
な
 
り
」
 
と
。
 

つ t づ 

然
 ら
ば
 
「
祌
は
 
愛
な
 
り
」
 
の
 最
後
の
 
天
啓
 
も
 
我
等
 
言
語
に
 
沒
 
せ
ら
る
-
者
に
 
取
り
て
 
は
往
々
 
に
し
て
 
蹉
 き
の
 
石
 た
る
べ
し
 

• 
文
^
 

の
ま
、
 
に
こ
れ
 
を
讀
 
み
て
 
イ
ブ
 
セ
 
ン
 
の
 心
 を
 忖
度
 
せ
ん
と
す
 
る
 
も
の
 
は
 違
 
へ
り
。
 
文
字
よ
。
 
そ
 は
 我
等
に
 
は
 拙
く
 
竹
し
 
き
^
^
た
り
 

J 

とばり 

我
等
 

は
瀑
 

i 
こ
の
 

象
 

徵
を
撤
 

し
て
 

帷
の
 

彼
方
に
 

潜
め
る
 

一
 

物
 

あ
る
 

を
兑
る
 

事
 

を
 

忘
る
。
 

平
板
な
る
 

文
字
 

そ
の
も
の
に
 

何
の
^
 

お
か
 

あ
ら
ん
。
 
文
字
の
 
後
ろ
に
 
葡
萄
の
 
房
の
 
如
く
 
垂
れ
 
下
れ
る
 
甘
き
 
智
慧
の
 
實
を
 
我
等
 
は
 求
め
 
摘
む
 
可
し
。
 
法
樂
の
 
大
味
 
は
 
そ
こ
に
 
こ
そ
 

潜
む
べ
き
な
 
り
。
 

四
 

七
 

夜の
 

光 を 仰げ
。 

マ ー テル リン
ク、
 

スト リン
ドべ
 

ルヒ、
 

ブラ
ンデ
ス、
 

トル
スト
イ、
 

ケィ • クロ
ポト
キン
 

ゆの
^^
 

は
、
 

極
光
の
 

み
 

淋
し
く
 

輝
き
 

慣
れ
し
 

北
 

歐
の
空
 

高
く
 

輝
き
 

始
め
ぬ
。
 

亂
宴
 
の
夜
闌
 
は
に
、
 
杯
 を
 枕
し
て
 
敗
 殘
の
歡
 
樂
を
追
 
ひ
つ
 

\ 
覺
 む
る
 
と
も
な
き
 
南
 人
の
 
醉
 眼
よ
。
 
…
…
 
夜
の
 
光
 を
 仰
げ
。
 

(
 

一 
九
 

〇
 

五
 

•—
 

一 
九
 

〇
 

六
 

年
 

「
文
武
，
 

報
」
 

所
^
 

ン
 

ご
 

九
 

一 
九
 
年
 
四
月
 
「
白
樺
」
 
所
載
〉
 





一
九
 

o
 

六
 

年
 

ィ
 
ブ
 
セ
ン
 
雜
感
 
 

, 

悪
女
 

明
鏡
 

を
惡
 

み
、
 

こ
れ
 

を
 

毀
ち
て
 

則
ち
 

其
の
 

醜
容
を
 

忘
れ
ん
 

と
す
。
 

世
に
 

イ
ブ
セ
ン
の
 

死
 

を
き
-
明
鏡
 

を
 

毀
ち
た
 

る
^
 

女
 

£
膨
 

を
爲
す
 

も
の
 

如
何
に
 

多
 

か
る
べ
き
 

ぞ
。
 

死
 

は
 

此
の
 

戰
鬪
的
 

詩
人
が
 

現
世
に
 

加
へ
 

た
る
 

最
後
の
 

鞭
撻
な
 

り
。
 

現
世
 

若
し
 

此
の
^
 

人
の
 

死
 

を
悲
 

ま
す
ば
 

現
世
 

は
 

詩
人
 

を
 

其
の
 

墓
に
 

悲
 

ま
し
む
 

可
し
。
 

人
 

習
癖
 

あ
り
、
 

愛
す
る
 

の
 

法
 

固
よ
り
 

一
な
る
 

事
 

能
 

は
す
。
 

イ
ブ
セ
ン
^
て
 

ノ
ル
 

ゥ
 

H
I
 

の
特
 

愛
の
 

詩
人
 

ビ
ョ
ル
 

ン
ソ
 

ン
に
 

送
れ
る
 

書
の
 

中
に
 

曰
く
、
 

「
親
愛
な
る
 

友
よ
、
 

^
は
 

善
良
 

緩
和
な
る
 

心
 

を
 

も
て
り
。
 

君
が
 

我
の
 

爲
 

め
に
 

頒
ち
 

し
も
の
 

は
宏
 

且
つ
 

善
、
 

何
者
 

も
 

そ
が
^
と
 

な
す
に
 

足
ら
す
。
 

唯
一
 

事
 

君
が
 

性
情
の
 

中
 

凡
て
に
 

勝
り
て
 

呪
詛
 

す
べ
き
 

も
の
 

あ
り
。
 

何
ぞ
 

や
、
 

容
易
に
 

成
功
の
 

人
た
り
 

得
る
 

こ
れ
な
 

り
 

i 

、口一マ 莳 より。 ノ 

U
 

八
 

六
 

七
 

年
 

十
二
月
 

九
日
」
 

と
。
 

彼
 

は
 

成
功
の
 

人
 

I
.
 

容
易
に
 

多
 

數
の
稱
 

讃
と
人
 

氣
と
を
 

博
し
 

う
る
 

I
 

た
る
 

を
 

以
て
^
^
 

の
 

第
一
歩
と
 

な
せ
り
。
 

彼
が
 

畢
生
 

の
 

事
業
 

は
 

多
 

數
を
牽
 

き
て
 

向
上
の
 

ー
轉
 

歩
を
爲
 

さ
し
む
 

る
に
 

あ
り
。
 

容
易
な
る
 

成
功
と
 

は
、
 

彼
に
 

取
り
て
 

は
 

自
己
 

を
 

冬
 

数
お
 

の
.
^
^
 

に
 

下
ら
し
 

む
る
 

を
 

意
味
す
。
 

こ
れ
 

彼
が
 

一
瞬
 

時
も
堪
 

ふ
る
 

所
に
 

あ
ら
す
。
 

矛
盾
 

を
 

意
味
 

す
れ
ば
 

た
り
、
 

破
滅
 

を
^
 

味
す
 

乜
 

ゴ
 

な
，
 

リ
、
 

主
義
の
 

放
拋
を
 

意
味
 

す
れ
ば
 

な
り
、
 

人
格
の
 

縮
 

退
 

を
 

意
味
 

す
れ
ば
 

な
り
。
 

其
の
 

消
極
的
な
 

る
と
 

積
極
的
な
 

る
と
 

を
 

問
 

は
す
、
 

眞
理
の
 

二
 

事
 

は
 

彼
の
 

腦
裡
に
 

極
印
せ
ら
れ
 

た
る
 

所
な
 

り
。
 

^
獵
 

人
が
^
^
 

な
る
 

イ
プ
セ
ン
 

雜
感
 
 

£ 
五
 



有
 
島
武
郞
 
仝
集
笫
 
お
卷
 
 

ョ
六
 

美
容
 
を
 愛
し
た
 
る
が
 
如
く
、
 
彼
 は
裸
體
 
な
る
 
眞
理
を
 
愛
し
き
。
 

彼
、
 
衣
 着
た
 
る
 眞
理
て
 
ふ
 も
の
-
存
在
 
を
認
 
む
る
 
所
以
 
を
 知
ら
す
、
 

衣
 着
た
 
る
 者
に
 
あ
へ
ば
 
被
 を
 裂
き
 
裳
 を
斷
ち
 
狂
者
の
 
熱
意
 
も
て
 
こ
れ
 
を
 赤
裸
々
 
と
な
し
、
 
其
の
 
眞
理
 
な
る
 
か
眞
理
 
な
ら
ざ
る
 
か
を
窮
 

む
る
 
迄
 は
 彼
の
 
見
開
き
た
 
る
 
眼
 凝
然
と
し
て
 
閉
づ
る
 
事
な
 
し
。
 
彼
が
 

H ド
マ
 
ン
ド
.
 
ゴ
 
ス
に
與
 
へ
て
、
 
そ
の
 
戲
曲
 
「
社
會
 
の
 柱
石
」
 
の
 

批
評
に
 
答
へ
 
し
 書
に
 
曰
く
、
 

「
見
よ
、
 
我
 
一
事
の
 
君
と
 
異
論
す
べ
き
 
も
の
 
あ
り
。
 

そ
 
は
 君
が
 
わ
が
 
戲
 曲
の
 
韻
文
な
る
 
ベ
 か
り
し
 
を
 
云
へ
 
る
 そ
れ
な
り
。
 
知
り
 
給
 
ふ
 

如
く
 
こ
の
 
戲
曲
は
 
徹
頭
徹
尾
 
現
實
的
 
な
れ
ば
 
描
寫
 
す
る
 
所
 は
眞
理
 
其
の
 
者
に
 
し
て
、
 
讀
 者
に
 
與
 
ふ
べ
き
 
印
象
 
は
讀
 
者
が
 
目
前
 
其
の
 
讀
 

む
 所
の
 
も
の
 
を
 
見
な
ん
 
事
な
 
り
 
…
…
 
我
等
 
は
 
旣
に
シ
 

H 
タ
ス
 
ビ
ヤ
の
 
世
に
 
住
ま
す
 
—
—
 
舊
 思
潮
 
を
 
逐
ふ
 
も
の
 

& 
語
意
に
 
從
 
へ
ば
、
 

此
の
 
著
に
 
悲
劇
の
 
名
 を
 
下
し
 
難
 か
る
べ
し
。
 
し
か
も
 
わ
が
 
描
か
ん
 
と
 試
み
た
 
る
 
は
 人
な
 
り
。
 
我
等
 
を
し
て
 
『
神
の
 
語
』
 
を
 語
ら
し
 
む
 

る
 

所
以
 

を
 

知
ら
す
」
 

と
。
 
彼
が
 
詩
の
 
內
容
と
 
外
形
と
 
に
對
 
す
る
 
此
の
 
動
か
す
 
可
ら
ざ
る
 
自
覺
 
は
、
 

一
 八
 六
 九
 年
 
「
靑
年
 
同
盟
」
 
を
 
出
せ
る
 
の
 時
に
 
創
れ
 

る
 物
に
し
て
、
 
爾
後
 
彼
が
 
創
作
の
 
生
命
と
 
す
る
 
所
は
讀
 
者
の
 
前
に
 
讀
者
 
自
身
と
 
そ
の
 
時
世
と
 
を
 赤
裸
々
 
に
し
て
 
示
す
 
に
あ
り
。
 
此
の
 

目
的
の
 
遂
行
の
 
爲
 
め
に
 
彼
が
 
示
し
た
 
る
 確
信
と
 
勇
 氣
と
眞
 
率
と
 
は
 凛
 乎
と
 
し
て
 
殉
教
者
の
 
風
 あ
り
き
。
 
彼
 は
 南
部
 
歐
洲
 
が
產
 
し
て
 
育
 

て
た
 
る
 文
明
の
 
北
漸
 
す
る
 
を
 
見
て
、
 
其
の
 
核
心
に
 
徹
底
の
 
眼
光
 
を
與
 
へ
、
 
金
 光
 十
字
の
 
中
に
 
毒
蛇
 
を
 見
、
 
玉
座
 
王
笏
の
 
蔭
に
 
蛆
蟲
を
 

見
、
 
輿
論
の
 
後
ろ
に
 
利
己
 
無
恥
の
 
反
響
 
を
 聞
き
、
 
社
 會
の
裡
 
に
僞
善
 
沈
滞
の
 
喑
示
を
 
見
た
り
。
 
彼
 は
 そ
 
を
 叫
ば
ざ
る
 
ベ
か
ら
 
す
。
 

さ
 

ら
す
ば
 
石
 叫
ぶ
べ
し
。
 
卽
ち
敢
 
て
 鞭
撻
 
を
秉
れ
 
り
。
 
彼
 は
 愛
せ
る
 
が
 如
く
に
 
鞭
て
 
る
な
 
り
。
 
彼
の
 
ブ
ラ
ン
ド
 
は
 此
の
 
如
く
し
て
 

「
凡
 

或
 無
」
 主
義
 
を
 叫
び
た
り
。
 

彼
の
 
ビ
 
ー
ル
.
 
ギ
ン
 
ト
は
 
此
の
 
如
く
し
て
 
因
習
 
脫
 却
の
 
爲
 
め
に
 
戰
 
ひ
た
り
。
 
試
み
に
 
彼
が
 
作
の
 

一
 を
 
取
り
 

C ぶし かた 

て
 
そ
 を
繙
き
 
見
よ
。
 
咄
々
 
と
し
て
 
直
ち
に
 
汝
に
逼
 
り
 
來
る
者
 
は
、
 
讓
歩
を
 
知
ら
ざ
る
 
戰
 士
の
齒
 
が
み
し
て
 
拳
固
め
 
た
る
 
面
影
な
 
り
。
 

彼
の
 
前
後
と
 
左
右
と
 
に
 は
黑
き
 
影
の
 
如
き
 
も
の
 
陸
 梁
せ
 
り
、
 
而
 し
て
 
光
 は
何
處
 
に
も
 
あ
ら
す
、
 
唯
戰
士
 
の
衷
に
 
幽
か
な
る
 
光
 潜
め
り
。
 



彼
 

は
 

此
の
 

光
と
 

照
應
 

す
べ
き
 

他
の
 

光
 

を
 

求
む
。
 

か
く
し
て
 

彼
は
滿
 

身
の
 

力
 

も
て
 

進
む
。
 

彼
 

勢
に
 

乘
 

じ
て
 

一
 

牛
ソ
を
 

巡
 

む
れ
ば
^
 

び
で
；
 

き
 

影
の
 

如
き
 

も
の
 

あ
り
。
 

搏
 

ち
て
 

更
に
 

一
歩
 

を
 

進
 

む
れ
ば
 

更
に
 

再
び
 

黑
き
 

影
の
 

如
き
 

も
の
 

あ
り
。
 

彼
 

は
搏
て
 

ど
も
 

m
 

き
 

影
の
 

如
き
 

も
の
 

は
搏
 

た
す
。
 

黑
き
 

影
の
 

如
き
 

も
の
 

は
搏
 

た
れ
す
 

敗
れ
す
、
 

彼
 

は
卽
ち
 

搏
ち
掉
 

ち
て
 

遂
に
 

s
 

死
る
。
 

(「
ビ 

ー 
ル.
 

ギ
ン
 

ト
」
 

照
)
 

こ
れ
 

イ
ブ
 

セ
 

ン 
の
 

創
作
せ
 

る
 

人
物
の
 

多
く
が
 

必
至
 

的
に
 

到
逹
 

す
る
 

運
命
の
 

終
局
な
 

り
。
 

さ
ら
ば
 

イ
ブ
セ
ン
が
 

號
叫
は
 

何
の
 

益
ぞ
。
 

彼
が
 

一
八
 

八
 

一
 

年
戲
曲
 

「
幽
 

靈
」
 

を
 

出
す
 

や
、
 

歐
洲
 

の
文
塽
 

は
^
 

然
と
し
て
 

此
の
 

疑
^
の
 

聲
 

も
て
 

滿
 

さ
れ
た
り
 

t
 

悲
觀
」
 

「
無
意
義
」
 

「
沒
 

道
義
」
 

r
 

不
 

道
德
」
 

「
汚
穢
」
 

「
瀆
 

祌
」
 

等
の
^
 

語
よ
り
、
 

^
1
 

し
き
に
 

至
り
て
 

は
 

「
^
魔
 

の
 

口
吻
」
 

と
い
 

ふ
が
 

如
き
 

痛
罵
に
 

至
る
 

ま
で
、
 

待
ち
設
け
 

た
る
 

如
く
 

自
由
に
 

批
評
家
の
 

筆
 

を
 

通
じ
て
 

叫
ば
れ
た
り
。
 

バ
イ
：
：
 

ン
^
:
 

き
 

て
 

後
 

評
 

擅
 

神
聖
の
 

蹂
躪
せ
ら
れ
 

た
る
 

此
の
 

如
く
 

甚
 

し
き
 

は
 

聞
か
ざ
る
 

所
な
る
 

べ
し
。
 

英
國
の
 

小
な
る
 

イ
ブ
 

セ
 

ン 
の
 

投
擬
ぉ
 

ジ
"
 

ー 
ン 

ス 
の
 

如
き
 

す
ら
 

其
の
 

禿
 

筆
を
呵
 

し
て
 

罵
っ
て
 

曰
く
、
 

「
汚
穢
な
る
 

大
人
物
 

出
で
 

X 
汚
穢
な
る
 

戯
曲
 

を
 

草
す
 

る
 

や
 

小
人
^
 

出
し
て
：
^
;
^
 

な
 

る
 

小
話
 

を
 

綴
り
 

得
々
 

と
し
て
 

こ
れ
 

を
戲
 

曲
と
 

名
づ
 

く
」
 

と
。
 

さ
れ
 

ど
 

誰
か
 

イ
ブ
 

セ
ン
が
 

我
等
に
 

提
供
す
 

る
 

事
實
の
 

正
確
 

を
 

担
み
 

得
る
 

や
。
 

覺
醒
 

せ
ざ
る
 

ベ
 

ル
 

一一
 

ッ
ク
 

(
「
社
^
の
 

^
 

心
」
)
 

と
 

ノ
ラ
 

(
「
人
形
の
 

家
」
)
 

と
 

は
 

我
等
が
 

日
常
 

目
睹
 

す
る
 

に
 

慣
れ
て
 

怪
訝
の
 

念
 

を
 

揷
む
を
 

す
ら
 

忘
れ
た
 

る
 

典
型
に
 

あ
ら
ざ
る
 

や
。
 

ハ
ル
 

バ
ル
ト
.
 

ソ
ル
 

ネ
ス
 

(
「
頭
領
」
)
 

と
ョ
 

ハ
 

ネ
ス
 

•。
 

ス
マ
 

ー
(
 

「
ロ
ス
 

マ
！
 

ホ
ル
ム
」
)
 

と
に
 

於
て
 

時
代
の
 

殿
將
と
 

時
代
の
 

先
驅
 

と
が
、
 

如
何
に
 

明，
：：

： 
に
 

且
つ
 

深
刻
に
 

描
か
れ
た
 

る
ぞ
。
 

へ 
ダ
.
 

ガ
ブ
 

ラ
 

ー
(
 

「
へ
 

ダ
.
 

ガ
ブ
 

ラ 
ー
」
)
 

と
ジ
 

ユ
リ
ア
 

ン 
大
帝
 

(
「
帝
王
と
 

ガ
リ
 

レ 
ャ
 

人
」
)
 

と
が
 

極
端
な
る
 

個
性
 

發
展
 

の
犧
牲
 

と
し
て
 

如
何
に
 

痛
慘
 

な
る
 

悲
劇
 

を
 

歷
史
と
 

人
情
と
の
 

上
に
 

極
印
せ
 

る
か
 

を
兒
 

よ
。
 

共
の
 

同
^
の
^
 

汎
と
ル
 

：u
^」
. 

に
 

於
て
 

彼
を
シ
 

ェ 
タ
ス
 

ビ
ヤ
に
 

比
せ
ん
 

は
 

不
倫
な
 

り
。
 

其
の
 

藝
術
的
 

良
心
の
 

純
淸
と
 

均
等
と
 

を
 

以
て
 

こ
れ
 

を
ゲ
 

ー 
テ
に
 

比
せ
ん
 

は
 

小
^
 

な
り
。
 

然
れ
 

ど
も
 

或
る
 

部
分
に
 

關
 

す
る
 

人
生
の
 

觀
 

察
の
 

深
刻
と
 

忠
實
と
 

を
 

以
て
せ
ば
、
 

シ
 

H 
タ
ス
 

ビ
ヤ
、
 

ゲ
 

I 
テ
と
雖
 

れ
に
.
 

ノ
る
 

所
な
 

き
 

能
 

は
ざ
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

沙
 

翁
が
 

羅
 

馬
と
 

エ
ジ
プ
ト
に
 

拾
ひ
來
 

り
た
る
 

ブ
ル
 

ー 
タ
ス
と
 

ク
レ
オ
 

パ
 

ト
ラ
と
 

* 
イ
ブ
セ
ン
の
 

北
方
 

イ
ブ
セ
ン
 

雜
感
 
 

-九
ヒ 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

五
八
 

に
 拾
 ひ
 得
た
 
る
ク
 

ー 
ル
ド
と
 
イ
ン
カ
 

ー 
と
に
 
比
し
、
 
ィ
ャ
ゴ
 
と
へ
 
ダ
と
を
 
比
し
、
 
マ
ク
ぺ
 
ス
と
ョ
 

ー 
ル
デ
ィ
 
ス
と
を
 
比
し
、
 
誰
か
 
後
者
 

に
 

多
く
の
 

邏
 

色
を
認
 

む
る
 

者
ぞ
。
 

ゲ
 

ー 
テ
の
 

「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」
 

が
 

若
し
 

實
 

世
界
的
 

聖
書
な
ら
 

ば
、
 

イ
ブ
 

セ
 

ン 
の
 

「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

は
 

聖
書
 

的
實
 

世
界
な
 

り
。
 

彼
は
敎
 

へ
ん
と
 

し
、
 

此
は
 

示
さ
ん
 

と
し
、
 

彼
 

は
 

抱
擁
 

せ
ん
と
し
、
 

此
は
 

解
剖
 

せ
ん
と
す
 

る
の
 

差
 

あ
る
の
 

み
。
 

フ
ァ
ウ
ス
ト
 

は
 

第
 

十
九
 

世
紀
が
 

發
 

し
た
る
 

最
後
の
 

祈
に
 

し
て
、
 

ブ
 

ラ
 

ン
 

ド
 

は
來
る
 

べ
き
 

世
紀
に
 

備
 

へ
 

ら
れ
 

た
る
 

呱
々
 

の
聲
 

な
り
。
 

フ
ァ
ウ
ス
ト
 

の
聲
は
 

フ
ァ
ウ
ス
ト
 

以
上
に
 

莊
嚴
 

な
る
 

事
 

能
 

は
す
、
 

ブ
ラ
ン
ド
の
 

叫
び
 

は
 

ブ
ラ
 

ン
ド
 

以
下
に
 

渾
沌
た
 

る
 

事
 

能
 

は
す
。
 

旣
 

成
の
 

文
明
が
 

未
来
の
 

文
 

明
と
 

接
觸
 

す
る
 

所
 

其
の
 

批
判
の
 

深
刻
と
 

純
烈
 

な
る
 

に
 

於
て
 

イ
ブ
 

セ
 

ン
は
實
 

に
旣
に
 

生
れ
た
 

る
 

詩
人
の
 

大
 

な
る
 

者
よ
り
も
 

大
 

な
り
き
。
 

バ
 

I 
ナ
 

ー 
ド
；
 

ン 
ヨ
ウ
 

は
 

其
の
 

「
イ
ブ
 

セ
 

ン 
の
 

心
髓
」
 

に
 

於
て
 

イ
ブ
 

セ
 

ン 
の
 

藝
術
的
 

位
置
 

を
斷
定
 

し
て
、
 

奇
矯
 

深
刻
な
る
 

諷
刺
 

家
と
 

な
 

せ
り
。
 

さ
れ
 

ど
 

我
が
 

見
る
 

所
 

を
 

以
て
す
れ
ば
 

彼
 

は
 

純
然
た
る
 

悲
劇
の
 

作
者
な
 

り
。
 

彼
 

を
 

目
し
て
 

近
世
の
 

、ノ
 

ム 
レ
ッ
ト
と
 

云
 

ふ
の
 

最
も
 

適
 

切
な
る
 

を
 

思
 

ふ
。
 

ハ
ム
 

レ
ッ
ト
 

は
觀
 

察
と
 

批
評
と
 

諷
刺
と
の
 

人
な
 

り
。
 

彼
の
 

猜
疑
 

的
 

傾
向
 

を
 

す
ら
 

猜
疑
し
て
、
 

一
度
 

は
 

實
行
的
 

能
力
 

あ
る
 

男
な
 

り
と
 

思
 

ひ
 

做
し
た
 

る
 

事
 

す
ら
 

あ
り
き
。
 

彼
が
 

有
名
な
る
 

六
 

大
獨
語
 

は
、
 

皆
 

こ
れ
 

人
生
と
 

自
己
と
 

に
對
 

す
る
 

鋭
利
な
る
 

批
評
 

と
 

諷
刺
と
 

に
あ
ら
ざ
る
 

は
な
し
。
 

し
か
も
 

彼
の
 

死
と
 

生
と
 

が
 

一
片
の
 

諷
刺
と
 

し
て
 

終
ら
す
、
 

痛
切
な
る
 

悲
劇
と
 

し
て
 

淺
れ
る
 

は
何
ぞ
 

や
。
 

自
己
 

を
 

す
ら
 

批
評
 

諷
刺
す
 

る
 

透
徹
の
 

眼
 

あ
る
 

も
の
 

は
、
 

悲
劇
の
 

主
人
公
た
り
 

得
べ
き
 

最
大
の
 

資
格
 

を
 

有
す
る
 

者
 

な
れ
ば
 

な
り
。
 

イ
ブ
セ
ン
 

は
 

亦
觀
察
 

諷
刺
の
 

人
な
 

り
。
 

彼
は
羅
 

馬
が
 

產
み
、
 

第
 

十
六
 

第
 

十
七
 

世
紀
が
 

育
て
、
 

第
 

十
八
 

世
紀
が
 

支
配
せ
ら
れ
 

た
る
 

文
 

明
に
 

は
 

慣
れ
ざ
る
 

ス
 

カ
ン
 

ヂ
ナ
 

ビ
ヤ
 

半
島
の
 

一
 

隅
に
 

人
と
 

な
れ
り
。
 

彼
が
 

第
一
 

の
 

經
驗
は
 

淚
に
濕
 

ひ
た
る
 

パ
 

ン
を
食
 

ふ
こ
と
 

な
り
 

き
。
 

第
二
の
 

經
驗
は
 

輸
入
 

的
 

政
黨
の
 

陋
劣
な
る
 

行
動
 

を
 

目
撃
し
た
 

る
 

事
な
 

り
き
。
 

第
三
の
 

經
 

驗
は
自
 

國
が
プ
 

a 
シ
ャ
 

の
强
 

勢
に
 

恐
れ
 

て
 

デ
ン
マ
 

ー 
ク
の
 

危
急
 

を
 

救
 

は
 

ざ
り
 

し
 

を
 

見
聞
し
た
 

る
 

事
な
 

り
。
 

か
く
て
 

彼
 

は
 

踵
の
 

塵
を
拂
 

ひ
、
 

故
 

國
を
辭
 

し
て
 

古
羅
 

馬
の
 

地
に
 

好
 

ん
で
 

流
離
の
 

客
と
 

な
り
ぬ
。
 

彼
 

は
自
國
 

民
の
 

中
に
 

「
人
間
た
り
 

得
る
 

よ
り
も
 

英
國
 

紳
士
 

然
」
 

た
る
 

を
 

以
て
 

光
榮
 

と
な
す
 

風
潮
 

あ
る
 

を
 

a
r
 「
國
家
 
滅
亡
と
 
い
ふ
に
 
增
 り
た
る
 
悲
哀
 
を
 知
ら
ざ
る
」
 
人
間
の
 
集
圑
を
 
見
、
 
舊
來
の
 
信
仰
に
 
纏
綿
し
 
つ
 
\ 
し
か
も
 
新
進
の
 
知
識
に
 



伴
 

は
ん
と
す
 

る
 

不
熱
不
 

冷
の
 

宗
敎
家
 

を
 

見
，
 

國
 

家
と
 

社
會
的
 

習
俗
に
 

朿
 

縛
せ
ら
れ
、
 

侗
 

性
を
沒
 

却
し
た
 

る
 

土
偶
の
 

如
き
：
^
.
^
 

を
 

は
 

と 

り
。
 

彼
の
 

銳
利
鷥
 

鳥
の
 

如
き
 

眼
光
 

は
、
 

如
何
に
し
て
 

此
の
 

明
白
な
る
 

大
事
 

實
を
 

雲
烟
過
 

眼
視
し
 

去
る
 

ベ
 

け
ん
や
、
 

皮
 

は
^
 

察
 

亡
り
、
 

批
評
せ
 

り
。
 

「
嬉
 

戲
戀
 

愛
」
 

に
 

於
て
 

其
の
 

曙
光
 

を
 

示
し
た
 

る
 

彼
が
 

諷
刺
 

的
 

技
能
 

は
 

倒
 

然
と
し
て
 

其
の
 

ブ
ラ
ン
ド
と
 

ビ
 

I 
ル.

 
ギ
ン
 

ト
に
 

注
が
れ
た
り
。
 

ブ
ラ
ン
ド
 

は
實
に
 

新
し
き
 

文
明
 

を
產
む
 

可
き
 

北
方
の
 

一
 

强
頑
兒
 

が
澎
湃
 

と
し
て
 

逼
り
 

來
る
哲
 

文
明
 

倒
せ
ろ
 

ハ
 

：：
、-

 

な
り
。
 

ビ
 

ー 
ル
.
 

ギ
ン
 

ト
は
舊
 

文
明
が
 

其
の
 

据
ゑ
 

た
る
 

陷
弈
に
 

褪
れ
る
 

北
 

人
の
 

弱
點
を
 

指
し
て
 

呵
々
 

と
し
て
 

哄
笑
す
 

る
の
^
 

な
り
。
 

.0
 

後
 

彼
が
 

出
し
た
 

る
 

凡
て
 

の
戲
 

曲
に
 

し
て
、
 

此
の
 

諷
刺
 

的
 

意
義
 

を
 

有
せ
ざ
る
 

者
 

は
 

殆
ど
 

あ
る
 

事
な
 

し
。
 

さ
れ
 

ど
 

彼
の
 

諷
刺
 

は
、
 

ハ
 

ム
 

レ
ッ
ト
の
 

一
 

生
の
 

如
く
 

悲
劇
的
 

境
域
に
 

達
せ
 

ざ
れ
ば
 

已
 

ま
ざ
る
な
 

り
。
 

彼
 

は
 

人
^
の
 

缺
陷
を
 

s
i
i
^
 

レ
て
 

强
ひ
 

て
こ
れ
 

を
 

笑
 

は
し
め
、
 

以
て
 

自
ら
 

快
と
 

せ
し
 

ス
ヰ
 

フ
ト
の
 

如
き
 

能
 

は
す
。
 

彼
 

亦
 

眞
理
の
 

現
 

成
の
 

た
め
に
 

物
 

g
 

た
 

ざ
ろ
：
：
 

c 
な
き
に
 

至
り
て
、
 

自
己
の
 

卓
絶
な
る
 

智
 

見
に
 

甘
 

じ
 

超
然
と
 

し
て
 

獨
り
飽
 

笑
 

を
 

漏
し
た
 

る
 

ボ
ル
 

テ
 

ー 
ル
の
 

如
き
^
 

能
 

は
す
。
 

彼
 

は
^
に
^
 

じ
の
 

反
響
に
 

彼
 

自
身
 

を
 

見
、
 

彼
 

自
身
の
 

反
響
に
 

時
代
 

を
 

見
た
り
 

き
。
 

さ
れ
ば
 

彼
の
 

叫
喚
 

は
 

M
M
 

現
實
を
 

夢
に
 

見
た
 

る
お
 

ぉ
^
 

の
 

そ
れ
に
 

ル
 

す
し
て
、
 

現
實
 

に
よ
り
て
 

夢
よ
り
 

覺
め
 

た
る
 

豫
言
 

者
の
 

そ
れ
な
り
き
。
 

其
の
 

r
 

國
家
は
 

亡
び
ざ
る
 

可
ら
 

す
」
、
 

「
^
^
は
や
へ
 

叩
に
 

遇
 

は
 

ざ
 

る
 

可
ら
 

す
」
、
 

「
精
神
的
 

結
合
の
 

み
が
 

人
類
 

合
同
の
 

唯
 

一
 

策
な
 

り
」
 

、
「
我
 

は
勞
働
 

者
と
 

婦
人
と
の
 

友
な
 

り
」
、
 

「
我
お
 

し
 

人
と
 

し
て
.
 

k 
し
く
 

考
 

ふ
る
 

事
 

を
 

得
し
め
ば
 

我
事
 

成
る
」
、
 

等
の
 

熟
語
 

は
 

思
想
家
 

ク
 

a 
ボ
ト
 

キ
ン
の
 

口
吻
な
 

り
。
 

革
命
お
 

マ
ツ
 

ヂ
 

一一
 

] 
の
 

叫
 

あ
な
り
。
 

：： 

者
 

ト
ル
ス
ト
イ
の
 

主
張
な
 

り
。
 

志
士
 

ォ
 

ー 
ゥ
ヱ
 

ン
の
 

主
義
な
 

り
。
 

科
舉
 

者
フ
ム
 

ボ
ル
ト
の
 

抱
懐
な
 

り
。
 

約
-
 

す
れ
ば
 

新
し
い
 

時
代
の
 

新
し
き
 

精
神
が
 

や
が
て
 

高
む
 

ベ.
 

き
 

哄
聲
の
 

凡
て
な
 

り
。
 

此
に
 

於
て
 

か
斯
の
 

銳
利
靈
 

犀
な
る
 

諷
刺
^
 

イ
ブ
 

セ
ン
 

は
 

一 
胩-
^：
 

钊
ぉ
 

ゆ
な
る
 

悲
獻
の
 

作
者
と
 

化
し
 

去
る
な
 

り
。
 

疑
 

ふ
 

者
 

は
 

試
に
 

其
の
 

へ
 

グ
っ
ガ
 

ブ
ラ
 

ー 
を
讀
 

め
。
 

讀
 

み
て
 

請
 

者
の
 

感
 

す
る
^
 

は
 

fn
z:
 

と
：
^
^
 

と
^
:
 

お
 

の
氣
 

と
に
 

滿
 

さ
れ
た
 

る
 

一
 

場
の
 

惡
夢
 

な
り
。
 

再
讀
 

し
て
 

讀
 

者
の
 

感
 

す
る
 

所
 

は
 

現
 

社
會
の
 

喑
黑
 

面
と
 

述
 

命
の
^
 

戯
と
を
 

描
き
お
 

し
た
る
 

明
晰
な
る
 

諷
刺
な
 

り
。
 

三
讀
 

し
て
 

讀
 

者
の
 

感
 

す
る
 

所
 

は
 

個
性
 

發
展
て
 

ふ
 

新
し
き
 

精
神
の
 

犠
牲
と
 

な
り
し
 

一 
夂
忭
 

が：
：：
. 

〈
の
 

缺
 

お
と
お
 

點
 

イ
ブ
セ
ン
 

雜
感
 
 

五
 

九
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と
 
を
^
て
 
尙
 苦
悶
し
 
奮
激
し
 
遂
に
 
起
た
 
ざ
り
 
し
痛
慘
 
な
る
 
悲
劇
な
 
り
。
 
我
等
が
 
マ
ク
べ
 

ス
 夫
人
の
 
心
機
と
 
行
動
と
 
に
 憐
憫
の
 
淚
を
與
 

ふ
る
が
 
如
く
、
 
來
 る
べ
き
 
世
紀
の
 
贖
 者
 は
へ
 
ダ
の
僻
 
性
と
 
其
の
 
自
盡
 
と
に
 
同
情
の
 
淚
を
垂
 
る
 
\ 
な
る
 
可
し
。
 

さ
れ
 
ど
 
イ
ブ
 
セ
 
ン
は
豫
 
言
 者
.
 科
擧
者
 

• 志
士
.
 
革
命
家
に
 
は
 あ
ら
す
 
し
て
 
依
然
と
し
て
 
詩
人
な
 
り
。
 
試
み
に
 
其
の
 
製
作
の
 
外
容
 
自
身
 

を
し
て
 
そ
を
說
 
明
せ
 
し
め
よ
。
 
彼
 は
 其
の
 
思
想
 
を
 歌
劇
と
 
素
 劇
と
 
に
篏
 
入
せ
 
り
。
 
而
 し
て
 
其
の
 
戯
曲
の
 
形
式
 
は
 純
然
た
る
 
獨
 創
の
 
も
 

の
に
し
て
 
作
劇
の
 
方
式
 
は
 彼
に
 
於
て
 
新
た
な
る
 
發
展
の
 
源
 頭
 を
 得
た
り
。
 

シ
ョ
ウ
の
 
如
き
 
或
る
 
意
味
に
 
於
け
 
る
 
イ
ブ
セ
ン
 

の
 徒
弟
 
は
 

撒
 て
^
は
^
、
 

ズ
 
ー 
デ
ル
マ
ン
、
 

ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
.
 
ト
ル
ス
ト
イ
 
若
し
く
は
 
ゴ
ル
キ
 

ー 
等
が
 
其
の
 
作
劇
に
 
用
ゐ
 
た
る
 
形
式
 
を
毘
 
よ
。
 

或
 者
 は
 其
の
 
外
容
に
 
於
て
 
舊
套
を
 
襲
 
へ
 る
 者
な
 
き
に
 
あ
ら
す
 
と
雖
 
も
、
 
其
の
 
形
式
 
を
 
生
み
た
 
る
 
イ
ブ
 
セ
 
ン 
の
 精
神
 
を
 採
取
せ
 
ざ
る
 
者
 

あ
る
 
事
な
 
し
。
 
化
に
 
形
式
の
 
み
な
ら
ん
 
や
、
 
イ
ブ
セ
ン
 
は
 其
の
 
用
語
 
操
縦
の
 
自
在
に
 
於
て
 
亦
 詩
人
の
 
本
能
 
を
發
 
揮
せ
 
り
。
 
彼
の
 
國
語
 

に
 通
暁
し
た
 
る
 ブ
ラ
ン
デ
ス
、
 

ゴ
ス
、
 

へ
 ャ
フ
ォ
 

ー 
ド
 
等
が
 
所
 說
に
從
 
へ
ば
、
 
彼
 は
 古
人
の
 
轍
 跡
 を
 越
え
、
 
後
人
の
 
模
擬
 
を
 許
さ
 
ざ
 

る
 特
殊
の
 
成
就
 
を
爲
 
せ
る
 
者
 あ
り
。
 
殊
に
 
其
の
 
詩
 律
の
 
簡
潔
 
遒
勁
 
に
し
て
 
印
象
の
 
カ
饒
 
か
な
る
 
と
、
 
其
の
 
劇
 白
の
 
適
確
 
切
實
 
に
し
て
 

聽
 &
の
慨
 
あ
る
と
 
は
 彼
が
 
獨
 擅
の
 
長
 技
な
 
り
。
 
啻
に
 
用
語
の
 
み
な
ら
ん
 
や
、
 
イ
ブ
セ
ン
 
は
 自
然
と
の
 
交
涉
に
 
於
て
 
深
邃
 
な
る
 
詩
人
 
的
 

本
能
の
 
機
微
 
を
 
示
せ
り
。
 
唯
 彼
が
 
自
然
 
を
闡
 
明
す
 
る
の
 
機
會
 
甚
だ
 
少
 か
り
し
 
を
憾
 
む
の
 
み
。
 
し
か
も
 
「
ブ
ラ
ン
ド
」
 

に
 於
て
 

「
ピ
 
ー 

ル
.
 ギ
ン
 
ト
」
 
に
 於
.
」
、
 
「
海
の
 
夫
人
」
 

に
 於
て
、
 
「
死
者
の
 
復
活
 
せ
ん
 
時
」
 
に
 於
て
 
彼
が
 
描
出
し
た
 
る
 自
然
 
を
 見
よ
。
 
自
然
 
は
 等
し
く
 

皆
 詩
人
 
を
 得
て
 
新
た
な
る
 
呼
吸
 
を
爲
 
し
つ
 

\ 
あ
る
 
を
 
見
る
べ
く
、
 
自
然
と
 
人
生
と
の
 
緊
密
 
交
涉
を
 
描
き
て
 
前
人
の
 
足
跡
な
 
き
 領
土
 
を
 

開
拓
せ
 
る
の
 
一
事
 
は
 少
し
く
 
彼
の
 
書
 を
讀
む
 
者
の
 
認
識
せ
 
ざ
る
 
能
 は
ざ
る
 
所
な
 
り
。
 
彼
が
 
象
徵
の
 
傾
向
 
も
 
亦
 彼
の
 
詩
人
た
 
る
 本
能
 
を
 

說
明
 
す
る
 
も
の
な
 
り
。
 
「
野
 鴨
」
 

の
 鴨
、
 
「
海
の
 
夫
人
」
 

の
 海
、
 
「
ロ
ス
 

マ ー 
ス
 
ホ
ル
ム
」
 

の
 白
馬
、
 

「
幽
 靈
」
 
の
 幽
靈
の
 
如
き
 
は
 亦
 
こ
 

こ
み
ち
 
 

• 

れ
 
彼
が
 
開
拓
せ
 
る
 
一
 路
の
逕
 
に
し
て
、
 
他
の
 
侵
 踏
 を
 許
さ
 
ビ
る
 
祌
祕
の
 
天
堂
に
 
連
れ
り
 

比
の
 
如
く
 
己
 を
 持
し
、
 
比
の
 
如
く
 
人
を
觀
 
じ
、
 
此
の
 
如
く
 
思
想
 
を
表
顯
 
し
た
る
 
詩
人
 
は
 逝
け
 
り
。
 
彼
が
、
 
狹
 け
れ
ど
も
 
高
く
 
聳
え
 



た
る
 
額
、
 「
老
い
て
 
益
 

i- 輝
き
た
 
る
 眼
、
 
嗨
 む
が
 
如
く
 
結
ば
れ
た
 
る
大
 
な
る
 
口
、
 
廣
 く
し
て
 
厚
き
 
胸
、
 
^
に
 
及
ば
ん
 
と
す
ろ
 
で
に
 
衣
、
 

雪
 を
 欺
く
 
髮
鬚
、
 
共
に
 
復
た
 
見
る
 
ベ
か
ら
 
す
な
り
 
ぬ
。
 
彼
 は
 偏
 僻
の
 
人
な
 
り
き
。
 
交
遊
す
 
る
 所
 最
も
 
少
く
 
i
 
交
遊
 
は
 

た
 

と
 
自
ら
 
云
 
ベ
り
 
—
—
 
己
 を
 
領
解
せ
 
ざ
る
 
者
に
 
は
 絶
交
 
を
斷
 
行
し
 
I
 
半
 成
の
 
領
解
に
 
居
ら
ん
 
よ
り
 
は
 母
と
 
絶
つ
 
を
 選
め
 
り
と
 
彼
は
ピ
 

ョ 
ル
ン
 
ソ
ン
 
に
 書
け
 
り
 
—
—
 
排
他
の
 
力
 甚
だ
 
强
し
 
—
—
 
彼
は
ソ
 
ル
 ネ
ス
 
其
の
 
人
な
 
り
き
 
I
I
 
兑
る
事
 
多
く
し
て
 
語
る
^
-
 
少
く
、
 

ビ
 

3 

ま
と
 
 

ア
イ
コ
/
ク
ラ
ス
ト
 

ル
ン
 
ソ 
ン
が
 
ノ
ル
 
ゥ
 
H
I
 
特
 愛
の
 
詩
人
な
 
り
し
に
 
反
し
て
 
彼
 は
 常
に
 
畏
懼
の
 
的
な
 
り
き
。
 

世
 は
 彼
 を
 極
端
な
る
^
 
巡
^
の
 
一
人
に
 

數
へ
、
 
危
險
 
な
る
 
時
代
 
潮
流
の
 
權
 化
の
 

一
 人
に
 
數
 
へ
た
り
。
 
し
か
も
 
世
 は
 同
時
に
 
彼
 を
 
以
て
 
ト
ル
ス
ト
イ
に
 
於
て
の
 
み
奸
 
配
を
兑
 
出
 

し
 得
る
 
詩
人
と
 
爲
す
を
 
否
む
 
能
 は
ざ
る
 
な
り
。
 

新
し
き
 
時
代
 
は
 如
何
な
る
 
迫
害
と
 
誤
解
と
の
 
中
に
 
置
か
る
 

\ 
も
、
 
早
 晚
必
す
 
生
れ
 
ざ
れ
ば
 
已
 ま
ざ
る
な
 
り
。
 
イ
ブ
セ
ン
の
；
 

を
 

評
定
す
べ
き
 
時
機
 
は
 未
だ
 
至
ら
す
、
 
彼
 を
し
て
 
誤
解
と
 
迫
害
の
 
中
に
 
眠
ら
し
 
め
よ
。
 
纏
て
 
來
 
る
べ
き
 
復
活
の
 
喇
叭
 
は
^
お
 
せ
ら
る
-
 

人
の
 
畏
 る
べ
き
 
韻
に
 
は
 あ
ら
す
、
 
誤
解
せ
ら
れ
 
た
る
 
人
の
 
懼
る
 
\
譜
 
に
も
 
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 

•
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一
九
 

o
 

八
 

年
 

米
國
の
 

田
園
 

生
活
 

其
 

一
 

今
 

わ
が
 

在
る
 

は
、
 

峭
 

壁
の
 

麓
に
 

し
て
 

蒼
海
に
 

瀕
せ
る
 

一
 

孤
屋
 

な
り
。
 

孤
獨
は
 

過
去
の
 

交
遊
 

を
 

想
起
せ
 

し
む
。
 

試
み
に
 

其
の
 

一
 

を
^
 

し
て
 
見
ん
 
か
。
 

余
が
 
こ
れ
よ
り
 
語
ら
ん
 
と
す
る
 
農
家
 
も
、
 
亦
 孤
立
し
て
 
立
て
る
 

一 小
屋
な
 
り
き
。
 
去
れ
 
ど
 其
の
 
周
 圍
に
は
 
沃
野
 
連
な
り
、
 
家
^
 
返
 

• 
 

ひ
、
 

S
 

樂
 

の
氣
滿
 

ち
て
、
 

余
が
 

今
の
 

境
遇
と
 

は
異
れ
 

り
。
 

こと
 

さ 

米
國
に
 
遊
べ
る
 
初
年
、
 
余
 は
 故
ら
 
に
擇
ぴ
 
て
、
 
本
邦
 
人
の
 
あ
ら
ざ
る
 
地
に
 
赴
き
た
り
。
 
不
完
全
な
る
 
英
語
と
、
 
他
に
 
親
し
み
 

パ 

性
情
と
 
は
、
 
同
窓
の
 
近
づ
き
 
來
 ら
ん
と
 
す
る
 
好
意
 
を
 
も
 
反
撥
し
て
、
 
餘
り
 
永
く
 
隱
 返
せ
る
 
啞
 者
の
 
如
き
 
日
を
迗
 
り
た
り
。
 

好
意
 
あ
る
 
同
窓
 
中
、
 

一
人
 
殊
に
 
好
意
 
あ
る
 
も
の
 
あ
り
き
。
 
入
塾
 
後
 
二
 曰
 
目
の
 
夜
、
 
彼
 は
 
「
牡
牛
」
 
と
^
 
名
さ
れ
 
た
る
、
 
肥
大
な
る
 

くわん き 

學
生
を
 
伴
 
ひ
て
、
 
余
の
 
窒
を
 
訪
れ
 
來
れ
 
り
。
 
余
 は
 其
.
 の
 時
の
 
懼
 喜
 を
 忘
る
-
能
 
は
す
。
 

暖
き
握
 
乎
の
 
後
、
 
彼
 I
I
 
彼
 は
 名
 を
 

Arthur  Crowell 
と
 
呼
べ
り
 
！
 
は
 
心
 mil き

な
 
き
 質
朴
な
る
 
態
度
 
も
て
、
 
^
が
 
遠
來
 
の
^
 

を
ね
 
ぎ
ら
 
ひ
た
り
。
 
佘
は
 
直
ち
に
、
 
彼
が
 
秀
才
に
 
も
 あ
ら
す
 
俊
哲
 
に
も
 
あ
ら
ざ
る
 
を
 看
取
し
た
 
る
と
 
共
に
、
 
少
く
 
と
も
 
表
^
 
を
^
む
 

事
な
 
き
靑
 
年
な
る
 
を
 
も
 看
過
す
 
る
 能
 は
 ざ
り
 
き
。
 
而
 し
て
 
余
の
 
城
府
 
は
、
 
平
常
よ
り
も
 
速
 か
に
 
撤
 却
せ
ら
れ
、
 

三
人
^
^
、
 
 
^
^
の
 

來
國
の
 
田
園
 
生
活
 
 

六！！！ 
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何
な
り
し
 
か
 は
 記
憶
に
 
値
せ
 
ざ
れ
 
ど
、
 
余
が
 
稟
け
 
得
た
 
る
 慰
藉
 
は
、
 
身
 其
の
 
境
に
 
あ
り
し
 
も
の
な
ら
 
す
ば
 
知
る
 
事
 を
 得
ざ
る
 
可
し
。
 

爾
後
，
 
彼
は
展
 

i 
余
 を
 訪
れ
、
 
余
 も
 
亦
 時
に
 
彼
の
 
窒
を
訪
 
ひ
た
り
。
 
彼
 は
 小
話
の
 
主
人
公
た
 
る
べ
き
 
人
物
 
な
れ
ば
、
 
少
し
く
 
其
の
 

爲
人
を
 
描
き
 
試
み
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 
彼
の
 
身
長
 
は
 六
尺
に
 
及
び
て
 
竹
の
 
如
く
に
 
瘦
 
せ
た
り
。
 
廣
き
 
高
き
 
前
額
 
を
 有
し
 
た
れ
 
ど
も
、
 
鍛
鍊
 

せ
ら
れ
た
 
る
 跡
 は
 見
 難
し
。
 
其
の
 
眼
眸
 
は
灰
綠
 
色
を
爲
 
し
て
、
 

一
文
字
な
る
 
瞼
の
 
下
に
 
輝
け
 
ど
も
、
 
活
動
と
 
敏
捷
と
の
 
氣
は
缺
 
け
 

て
，
 
稍
 
i 
沈
 I
B
 な
る
 
誡
實
の
 
色
 を
 示
し
、
 
鼻
と
 
口
と
 
は
、
 
農
 人
に
 
通
有
な
 
り
と
 
見
 ゆ
る
 
堅
忍
と
 
遲
 鈍
と
の
 
相
 を
 
現
 は
し
、
 
語
 は
遲
く
 

低
く
 
且
つ
 
稍
 

I- 吃
し
て
、
 
其
の
 
爲
 人
に
 
適
へ
 
り
。
 
粗
雜
 
な
る
 
衣
服
の
 
縞
の
 
田
舍
 
め
き
た
 
る
 
は
、
 
新
來
の
 
余
が
 
眼
に
 
も
 
明
ら
 
さ
ま
に
 
し
 

て
、
 
余
 は
 
此
の
 
如
き
 
學
 生
と
 
親
交
し
て
、
 
自
家
の
 
威
權
を
 
損
す
る
 
な
き
や
と
、
 

唯
 瞬
時
な
 
り
し
 
か
ど
 
思
 
ひ
た
る
 
事
 す
ら
 
あ
り
き
。
 
余
 

は
か
く
ば
 
か
り
 
卑
劣
な
る
 
時
 あ
り
。
 

ァ
 
ー 
サ
 
ー 
は
 其
の
 
生
家
 
を
 
以
て
 
最
美
 
最
善
な
る
 
處
 と
せ
り
。
 
後
年
 
彼
が
 
測
量
技
師
 
た
る
の
 
位
置
 

あ 吏ね 

を
 得
て
 
處
々
 
を
 奔
走
せ
 
る
 
間
に
、
 
余
に
 
書
し
た
 
る
 事
 あ
り
、
 
「
余
 は
 米
國
の
 
西
部
と
 
南
部
と
 
に
 足
跡
 
を
 普
く
し
、
 
あ
ら
ゆ
る
 
階
級
の
 
人
 

に
 接
す
る
 
の
 機
會
を
 
得
た
り
。
 
さ
れ
 
ど
武
郞
 
よ
、
 
今
 も
尙
ほ
 
全
地
 
上
 最
も
 
祝
福
さ
れ
 
た
る
 
地
點
 
は
、
 
我
が
 
生
家
な
る
 
を
聲
 
言
し
 
得
る
 

を
 感
謝
せ
 
ざ
る
 
能
 は
す
」
 

と
。
 
さ
れ
ば
 
彼
が
 
余
 を
 訪
れ
 
來
る
 
毎
に
、
 
說
く
處
 
は
 其
の
 
家
庭
の
 
樣
 な
り
き
。
 
去
れ
 
ど
 
彼
は
說
 
き
て
 
飽
く
 

事
 を
 知
ら
す
。
 
其
の
 
父
に
 
乞
う
て
、
 
何
時
か
 
余
 を
 
も
 伴
ひ
歸
 
ら
ん
と
 
す
る
な
 
り
。
 

感
謝
祭
の
 
休
暇
 
は
來
 
り
ぬ
。
 

ァ
 
ー 
サ
 
ー 
は
 躊
躇
せ
 
る
 余
を
拉
 
し
て
、
 
休
暇
の
 
第
一
 
日
 
其
の
 
弟
な
る
 
ト
ム
と
 

フ イ
ラ
 
デ
ル
フ
ィ
 
ャ
府
 

よ
り
 
夜
汽
車
に
 
搭
ぜ
 
り
。
 
余
 は
 其
の
 
時
の
 
様
 を
 明
か
に
 
記
憶
す
。
 

I 客
車
 
は
，
 
田
園
に
 
歸
り
 
行
く
 
勞
働
者
 
.
會
 社
員
.
 敎
師
.
 
農
夫
 
*
攀
 生
 

ひとき は 

等
 も
て
 
充
滿
 
し
、
 
我
等
 
は
 僅
に
 
車
 隅
に
 
佇
立
の
 
地
 を
 得
て
、
 
棒
の
 
如
く
 
立
て
る
 
の
み
。
 

ァ
 
ー 
サ
 
ー 
は
 忽
ち
に
 
し
て
 
喧
騷
の
 
中
に
 
一
際
 

聲
を
 
高
め
て
 
滿
 面
の
 
笑
み
 
を
 
傾
け
ぬ
。
 
打
ち
 
見
や
れ
ば
 
客
車
の
 
他
 隅
に
、
 
二
人
の
 
靑
 年
に
 
一
人
の
 
少
女
 
あ
り
て
、
 

又
 高
く
 
歡
 喜
の
 
饕
 

を 
ひめ
 
ひ
 
 

o 

を
擧
 
げ
た
り
。
 

ァ
 
ー 
サ
 
ー 
余
 を
 顧
み
て
 
曰
く
、
 
「
彼
處
 
な
る
 
は
 余
が
 
兄
と
 
甥
 姪
な
 
り
、
 
招
か
れ
て
 
余
が
 
家
の
 
客
と
 
な
る
 
も
の
」
 

と
 

乘
客
少
 
き
 汽
車
の
 
淋
し
 
さ
は
、
 
宛
ら
 
死
屍
 
を
 棺
槨
の
 
中
に
 
搖
る
 
如
き
が
 
常
な
る
 
を
、
 其
の
 
夜
の
 
客
車
 
は
賑
 
し
さ
 
を
 積
み
 
入
れ
た
 
る
 計
 



丄ん 
く  
*
-
 
 

， 

り
な
り
 

き
"
 

玉
蜀
黍
 

は
剝
 

皮
せ
ら
れ
 

て
 

穀
倉
に
 

入
り
、
 

バ
ム
 

ブ
 

キ
ン
 

は
 

紅
に
 

熟
し
て
 

霜
 

白
き
^
 

佌
か
此
 

處
彼
處
 

に
拔
 

は
り
，
 

女
 

草
 

但
 

は
^
 

滿
豐
饒
 

の
 

趣
 

を
な
 

し
て
、
 

畜
舍
の
 

傍
ら
に
 

小
 

斤
-
の
 

如
し
。
 

秋
 

は
 

慕
れ
 

去
ら
ん
 

と
し
て
 

寂
し
 

さ
墦
 

せ
ど
 

も
，
 

^
人
 

閉
 

を
^
て
 

垅
火
 

の
 

紅
な
 

ら
ん
と
 

す
る
 

は
こ
れ
 

よ
り
な
 

り
。
 

彼
等
 

冬
籠
り
 

の
 

調
度
 

か
れ
 

く
れ
、
 

感
謝
祭
 

に
 

食
ネ
を
 

飾
 

る
べ
き
 

七
 

：.
g 

ラ
ス
プ
 

ベ
リ
，
'
 

• 鋭
 

し
き
^
の
 

贈
答
品
な
 

ど
 

買
 

入
れ
た
 

る
 

を
-
 

赤
き
 

白
き
 

靑
き
包
 

銑
に
 

包
み
 

膝
も
^
 

げ
に
 

打
ち
 

乘
 

せ
て
、
 

其
の
^
 

は
！
^
 

れ
る
 

こ
も
 

識
 

ら
ざ
 

る
に
 

も
 

等
し
な
 

み
に
 

好
意
 

も
て
 

輝
き
，
 

其
の
 

輝
き
た
 

る
 

眼
 

は
、
 

必
す
 

一
 

度
黃
 

面
矮
 

少
な
る
 

稱
 

旅
の
 

客
 

を
 

奸
^
 

も
て
 

打
ち
 

守
り
た
り
。
 

は
 人
 
の
 心
 を
 
も
 
豐
 か
な
ら
 
し
む
。
 

物
の
 

墜
 

つ
る
 

如
く
 

暮
る
 

\ 
秋
の
 

日
 

は
、
 

山
野
 

を
喑
に
 

投
じ
て
、
 

窓
外
 

を
 

窺
 

は
む
 

も
 

難
く
、
 
 

^
は
 

華
や
か
な
る
 

群
^
に
 

交
り
て
、
 

不
 

知
の
 

地
に
 

赴
く
 

人
の
 

如
く
、
 

不
安
の
 

行
末
 

も
て
、
 

し
か
も
 

現
在
の
 

懼
樂
に
 

は
 

和
し
 

居
た
り
，
 

- 
行
き
 

過
ぐ
 

る
 

停
 

単
^
の
 

g
 

ま
、
 

f
&
 

お ぽ ろ
 
 

" J 

バ
ン
く
 

膨
 

に
な
り
 

て
、
 

汽
車
の
 

人
口
 

稀
 

疎
な
る
 

境
に
 

近
づ
き
つ
、
 

あ
る
 

は
 

明
ら
 

さ
ま
な
 

り，
^ 

乘
容
は
 

入
る
 

も
の
よ
り
 

も
 

謝
す
る
 

も
の
 

多
 

く
、
 

我
等
 

も
 

遂
に
 

座
席
 

を
 

得
て
 

ァ
 

ー 
サ
 

I 
の
 

兄
 

及
び
 

甥
 

姪
 

亦
 

我
等
が
 

近
く
に
 

座
 

を
^
め
 

ぬ
。
 

七
 

時
 

三
十
 

分
な
 

り
と
 

覺
 

ゆ
る
 

頃
、
 

汽
車
 

は
と
 

あ
る
 

停
車
場
に
 

着
き
ぬ
。
 

豫
め
、
 

外
套
 

を
 

被
り
 

帽
子
 

を
 

戴
き
.
 

i
 

包
な
 

ど
 

取
 

卸
し
 

W
 

た
 

り
し
 

ァ
 

I 
サ
 

ー 
其
の
 

他
 

は
、
 

余
 

を
 

促
し
て
 

客
車
 

を
 

降
れ
り
 

J 
此
の
 

小
 

驛
に
は
 

我
等
.
；
 

ハ
 

人
の
 

外
に
 

下
举
 

せ
る
 

も
の
な
 

か
り
き
，
 

ぉ
ポ
場
 

は
 

塗
れ
る
 

が
 

如
く
 

1 
 

口
ら
 

み
 

渡
り
て
 

反
射
鏡
 

附
 

し
た
る
 

一 
一
三
の
 

ラ
 

ン
プ
 

あ
り
て
 

潸
 

や
か
に
 

光
 

を
 

放
て
る
 

の
み
 

o 
我
等
が
 

汽
ポ
を
 

降
れ
る
 

時
、
 

一
 

f
 

の
黑
き
 

影
 

あ
り
て
 

近
づ
き
 

來
 

る
と
 

見
え
し
 

が
、
 

懼
呼
は
 

ァ
，
'
 

サ
 

ー 
等
よ
り
 

な
り
し
 

か
、
 

彼
等
よ
り
 

な
り
し
 

か
、
 

忽
ち
；
 

s
i
.
 

. 
め
 

と
な
り
て
 

j
 
 

此
の
 

時
 

汽
車
 

は
 

轟
然
と
 

し
て
 

進
行
 

を
 

起
し
 

忽
ち
 

喑
 

中
に
 

走
り
 

入
り
て
-
す
さ
ま
じ
き
 

饗
 

の
み
 

遠
き
 

が
 

*
 

と
 

は
な
り
 

ぬ
 

J 

汽
 

単
の
 

去
り
し
 

と
共
に
、
 

都
會
 

と
の
 

線
 

全
く
 

破
ら
れ
て
、
 

今
 

は
 

田
園
に
 

人
と
な
り
 

ぬ
と
 

余
 

は
 

思
 

ひ
 

入
り
ぬ
。
 

ァ
 

ー 
サ
 

ー 
は
 

彼
の
 

； 

群
の
 

人
々
 

に
 

余
 

を
 

紹
介
し
 

た
れ
 

ど
も
、
 

其
の
 

心
 

は
 

今
 

中
 

有
に
 

懸
れ
 

る
に
 

や
、
 

余
 

も
 

自
ら
 

誘
 

は
れ
て
、
 

誰
が
 

誰
な
 

り
と
 

も
 

別
た
 

す
に
 

捉
 

手
し
た
 

る
の
 

み
。
 

商
店
 

は
 

米
 

闺
の
 

習
 

ひ
と
し
て
 

旣
 

に
閉
ぢ
 

た
れ
ば
、
 

僅
に
 

牕
被
を
 

通
じ
て
、
 

燈
影
 

の
^
る
 

ト：
 

き
の
 

街
路
 

を
 

行
く
 

米
^
の
 

S 
 

2?
 
生
活
 
 

な 
V.
 



有
お
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

六
 六
 

t 
は 

事
 稍
 
丄
ニ
丁
 
程
に
 
し
て
、
 
右
に
 
折
 る
れ
ば
、
 
家
 #: み

渐
く
 
疎
ら
に
、
 
木
 柵
な
 
ど
 多
く
な
 
り
て
、
 
遂
に
 
は
 打
ち
 
開
き
た
 
る
 平
野
 
を
 貫
け
 

さなが 

る、 街
道
に
 
出
で
 
ぬ
。
 
幼
き
 
妹
 等
の
 
脚
 は
 宛
ら
 
跳
れ
 
る
 
小
 鹿
の
 
如
く
、
 
手
 を
 連
ね
 
肩
 を
 抱
き
て
、
 
權
 語
し
 
っ
&
 
澄
み
た
 
る
 夜
の
^
 
を
 家
 

路
に
向
 
ふ
。
 
ァ
 
ー 
サ
 
ー 
に
 す
ら
 
忘
れ
ら
れ
ん
 
と
せ
る
 
余
 は
、
 
默
 し
て
 
彼
等
の
 
後
ろ
に
 
從
 
へ
り
。
 
他
の
 
喜
 悅
に
醉
 
ひ
た
る
 
余
 は
、
 
そ
 を
 

物
憂
き
 
事
と
 
は
 思
 は
 ざ
り
 
き
。
 

道
の
 
彼
方
に
 
幽
か
な
 
り
し
 
窓
の
 
燈
，
 
渐
く
 
近
く
な
 
り
て
、
 
我
等
の
 
足
 街
道
よ
り
 
ァ
，
 '
サ
 
I 

の
 家
に
 
通
す
 
る
 逕
路
に
 
向
 は
ん
と
せ
 
し
 

時
、
 
忽
ち
 
喑
 中
よ
り
 
躍
り
 
出
で
 
た
る
 
小
犬
 
あ
り
。
 

一
群
に
 
近
づ
く
 
や
 狂
へ
 
る
 計
り
 
蹭
 り
て
、
 
悲
し
げ
に
 
さ
へ
 
聞
 ゆ
る
 
叫
び
 
を
爲
 
し
つ
 

つ
 
一
人
々
々
 

の
 靴
 を
 嘗
め
て
"
 
佘
に
來
 
り
し
が
，
 
忽
ち
 
數
歩
を
 
飛
び
の
 
き
て
、
 
其
の
 
心
安
げ
 
な
る
 
態
度
 
を
變
 
じ
ぬ
。
 

こ
も
 
亦
 
一 同
に
 

は
歡
 
笑
の
 
種
な
 
リ
き
。
 

「
階
な
 
し
危
 
し
」
 と
 
心
 添
 
へ
ら
れ
て
、
 
そ
れ
 
を
 昇
れ
ば
 
廣
緣
な
 
り
。
 
最
も
 
小
さ
き
 
少
女
 
は
 逸
早
く
 
馳
せ
 
上
り
て
 
戶
を
排
 
し
ぬ
。
 
內
 
よ
り
 

は
、
 
琥
珀
 
を
 解
け
る
 
が
 如
き
 
灯
の
 
光
、
 
寒
き
 
夜
の
 
喑
に
 
溢
れ
出
で
 
た
る
 
樣
、
 
群
 鴉
の
 
中
に
 
鳩
の
 
翼
 を
 伸
べ
 
た
る
が
 
如
し
。
 

一
同
 
は
 今
 

夜
 第
一
 

の， s
 客
た
 
る
べ
き
 
余
 を
 
殘
し
笸
 
き
た
る
 
儘
、
 
競
う
て
 
屋
内
に
 
侵
入
せ
 
り
。
 

一
人
，
 
終
り
ま
で
 
余
 あ
る
 
を
 忘
れ
す
、
 
自
ら
 
最
後
 

に
殘
 
り
て
 
余
 を
 招
じ
入
れ
 
た
る
 
少
女
 
あ
り
。
 
余
 は
 直
ち
に
 
其
の
 
少
女
 
を
 酷
 愛
し
ぬ
。
 

而
 し
て
 
後
に
 
其
の
 
誤
り
た
ら
 
ざ
る
 
を
 知
り
き
"
 

もえさか 

內
に
は
 
老
父
 
母
と
 
長
女
と
 
我
等
 
を
 待
て
り
、
 
輝
け
 
る
燈
火
 
あ
り
、
 
燃
 熾
り
 
た
る
 
煖
爐
 
あ
り
、
 
窒
 隅
に
 
は
 犬
な
る
 
ピ
ア
ノ
 
あ
り
、
 
壁
 際
に
 

は
充
塡
 
せ
る
 
書
架
 
あ
り
"
 
日
本
に
 
於
け
 
る
 農
家
の
 
內
部
を
 
想
像
し
 
つ
 
\ 
あ
り
し
 
余
に
 
は
 是
れ
實
 
に
 思
 ひ
 設
け
ざ
る
 
體
な
 
り
し
 
ぞ
 か
し
"
 

其
 

二
 

余
 は
今
頹
 
瀋
打
 
ち
 寄
す
 
る
巖
 
頭
に
 
坐
し
て
 
筆
 取
り
つ
 

i 
あ
り
、
 
潮
當
 
さ
に
 
滿
 た
ん
と
 
す
。
 
滿
を
 
持
し
て
 
未
だ
 
放
た
ざ
る
 
の
 氣
象
雄
 

な
る
 
か
な
。
 
余
 は
か
く
 
思
 
ひ
つ
、
 
余
が
 
足
踏
み
 
入
れ
た
 
る
 農
家
の
 
様
に
 
較
べ
 
見
た
り
。
 
見
す
 
や
、
 
彼
處
 
に
も
 
若
き
 
時
代
 
は
^
れ
ぬ
。
 



五
 人
の
 
強
健
な
る
 
お
 兒
は
、
 
發
展
 
の
！
 I：  口

に
 
立
て
り
。
 
彼
等
の
 
乎
に
 
は
 鍵
 あ
り
、
 
n
 か
る
べ
き
 
户
は
 
何
虚
ぞ
 
や
。
 
か
の
 
{¥ に，，" 

に
 

滿
 た
ん
と
 
す
る
な
 
り
。
 

父
な
る
 
ク
ロ
 

ー 
ゥ
ュ
ル
 
氏
 は
、
 
小
軀
 
E
 頭
な
る
 
半
白
の
 
人
な
 
り
。
 
粗
き
 
頭
髮
は
 
櫛
ら
ざ
る
 
ま
、
 
に
亂
れ
 
た
る
 
を
、
 
m
 一 u
p
,
 い
 小
.
 S
 

巾
に
 
抑
へ
、
 
鷲
 嘴
の
 
如
き
 
鼻
に
 
は
 古
風
の
 
眼
鏡
 
あ
り
て
、
 
其
の
 
奥
よ
り
 
小
な
る
 

あ
る
 
人
 好
げ
 
な
る
^
 
軟
 か
に
 
人
 を
见
る
 

。 
^
に
 

は
 濃
く
 
仲
ば
 
し
て
、
 
其
處
 
に
の
 
み
酋
 
父
の
 
面
影
 
は
な
き
 
に
あ
ら
 
ね
 ど
、
 
彼
は
酋
 
父
の
 
寬
容
 
を
冇
 
せ
ん
に
 
は
へ
 i
 り
に
 
祌
^
 
的
た
 
る
が
 
如
 

し
。
 
母
な
る
 
人
 
は
 丈
け
 
も
 高
く
、
 
肉
も
豐
 
か
に
し
て
、
 

其
の
 
顔
 殊
に
 
眼
に
 
は
、
 
家
事
に
 
辛
勞
 
す
る
^
し
 
き
 疲
れ
の
^
 
あ
る
 
も
の
 
か
 

ら
、
 
夫
な
る
 
人
に
 
比
し
て
 
は
 齢
 若
く
、
 
權
衡
 
正
し
く
 
品
位
 
あ
る
 
容
貌
 
を
 有
し
、
 
其
の
 
微
笑
 
は
 母
ら
 
し
き
 
慈
愛
の
 
相
 を
^
ら
 
し
む
。
 

.レ 

女
 は
 名
 を
 
マ 

ー 
ガ
レ
ッ
ト
と
 
云
 
ひ
て
、
 

此
の
 
家
に
 
祌
祕
的
 
色
彩
 
を
 
添
 
ふ
る
も
の
 
は
 共
の
 
人
な
 
り
。
 
釣
合
 
ひ
は
荧
 
し
く
 
調
 
ひ
な
が
ら
^
 

小
 痛
ま
し
き
 
ま
で
の
 
體
格
を
 
有
し
、
 
表
情
 
更
に
な
 
き
 蒼
白
の
 
顔
面
の
 
中
、
 黑
 漆
の
 
眸
 
の
み
 
は
 異
様
の
 
光
 を
 放
て
り
。
 
人
を
见
 
る
 時
、
 

U. 

返
さ
る
、
 
と
も
 
其
の
 
異
様
な
る
 
眸
は
 
凝
然
と
し
て
 
ま
じ
ろ
 
か
す
。
 
彼
女
の
 
眼
 は
 外
を
兑
 
す
し
て
、
 
其
の
 
衷
心
た
.
 る
 何
^
;
 
を
か
^
 
り 
兌
 

ん
 と
す
る
 
も
の
、
 
如
し
。
 
余
が
 
か
の
 
g
 
に
 入
れ
る
 
時
、
 
黑
 装
し
て
 
大
 な
る
 
マ
ホ
ガ
 

一一 ー 
の
ビ
 
ヤ
ノ
の
 
傍
に
 
靜
に
立
 
ち
 
た
れ
ば
、
 

ァ
 
ー 

サ
 
ー 
等
 さ
へ
 
彼
女
の
 
あ
る
 
を
 知
ら
す
。
 
「
マ
ギ
 
ー
」
 は
と
 
母
に
 
問
 
ひ
て
、
 
母
の
 
「
彼
虚
 
に
よ
」
 

と
 
云
へ
 
る
に
、
 
彼
女
 
は
 始
め
て
 
淋
し
く
 

乎
 を
 
さ
し
 
仲
べ
 
て
、
 
微
笑
 
を
 含
み
つ
-
、
 

無
 一一 一一：： の

ま
 

\ 
に
 新
來
の
 
人
々
 
と
 握
 乎
し
 
ぬ
。
 

長
男
 
は
 彫
刻
家
に
 
し
て
、
 
旣
に
家
 
あ
る
 
身
 な
れ
ば
 
感
謝
祭
に
 
は
來
ら
 
す
と
 
な
り
。
 
次
男
 
は
ゥ
 
ネ
リ
 
ャ
ム
 
と
て
、
 
ベ
ン
 
シ
ル
ヴ
 

r 

大
舉
 
機
械
工
 
舉
 科
の
 
舉
生
 
な
り
。
 
丈
け
 
は
 
父
に
 
似
て
 
低
く
 
皮
膚
 
は
淺
黑
 
く
、
 
眉
 問
に
 
は
 
一
種
 
疝
慘
 
な
る
 
悲
愁
の
 
色
 あ
り
。
 
お
ろ
せ
〜
 

だ
罕
 
に
、
 し
か
も
 
其
の
 
語
る
 
や
、
 更
に
 
か
の
 
悲
愁
の
 
色
 を
 加
へ
 
來
る
な
 
り
。
 
余
 は
 彼
 を： ̂

る
 
毎
に
、
 
「
フ
 
ラ
ウ
.
 
ゾ
ル
ゲ
」
 
の
ボ
 

ー 
ル
を
川
丄
 

起
す
 
る
を
禁
 
す
る
 
能
 は
す
。
 
三
男
 
は
わ
が
 
ァ
，
 '
サ
 
ー 
な
り
。
 

g! 男
は
ト
 

ー 
マ
ス
と
 
て
 余
 等
と
 
校
 
を
 M: じ

つ
す
。
 

ァ
 
ー 

サ
 
ー 
に
 似
た
 
る
 

體
 

格
を
冇
 

し
、
 

し
か
も
 

飭
肉
 

逞
し
く
、
 

血
色
 

雙
頰
に
 

漲
リ
、
 

饒
 

古
な
ら
 

ざ
れ
 

ど
も
 

語
れ
ば
 

必.
 

す
 

人
 

を
 

笑
 

は
し
む
。
 

此
の
^
の
 

ハ 
ー 

午
 

米
國
 
8
r
a
n
 
生
活
 
 

六
 
七
 



冇
 

0
 

武
郞
仝
 

第
 

^
 

五
 
卷
 
 

六
 

八
 

- 
リ
ス
 

は
 

彼
た
り
。
 

五
男
 

は
ジ
ヱ
 

I 
ム
ス
と
 

て
 

父
の
 

寵
兒
 

な
リ
、
 

中
舉
 

校
に
 

あ
り
。
 

體
 

格
と
 

容
貌
と
の
 

麗
し
き
 

は
、
 

遙
に
 

他
の
 

同
胞
 

を
 

凌
駕
し
、
 

女
装
せ
ば
 

美
し
き
 

少
女
た
 

る
 

を
 

得
 

可
し
 

と
 

思
 

は
し
む
。
 

乳
白
の
 

精
 

や
か
な
る
 

皮
膚
，
 

潤
澤
 

な
る
 

黄
金
の
 

髮
、
 

靑
く
 

澄
み
 

た
る
 

眸
、
 

希
臘
 

式
な
る
 

鼻
梁
、
 

滑
ら
か
な
る
 

n 
辯
、
 

張
り
 

あ
る
 

笑
聲
、
 

人
な
 

つ
 

こ
き
 

性
情
 

を
 

以
て
，
 

彼
 

は
此
に
 

神
擲
の
 

ア
ポ
 

a 
た
る
 

べ
し
。
 

彼
の
 

下
に
 

一 
一
人
の
 

女
兒
 

あ
り
、
 

姉
 

は
フ
ラ
 

ン 
セ
 

ス
 

と
て
 

十
三
、
 

妹
 

は
 

力
 

口 
ラ
イ
ン
と
 

て
 

九
つ
 

位
に
 

や
、
 

一 
一
人
 

は
黑
が
 

白
と
 

異
な
 

る
 

如
く
 

相
 

異
な
れ
り
。
 

フ
ァ
ー
 

一 
ー
(
 

フ
ラ
ン
セ
ス
の
 

略
稱
)
 

の
 

性
情
 

は
、
 

珠
玉
 

を
 

霞
 

も
て
 

裹
み
 

た
る
が
 

如
し
。
 

眼
の
 

表
情
に
 

も
、
 

微
笑
 

に
も
，
 

語
る
 

に
も
 

默
 

せ
る
 

に
も
，
 

彼
女
の
 

周
圍
に
 

は
、
 

彼
女
に
 

深
度
 

を
與
 

ふ
べ
き
 

一
種
の
 

氣
 

あ
り
て
 

靉
 

け
り
。
 

さ
れ
ば
 

語
る
 

よ
り
も
 

聞
け
 

る
 

時
 

美
 

は
し
く
、
 

働
け
 

る
よ
り
も
 

考
 

へ
た
る
 

時
 

美
 

は
し
く
、
 

考
 

へ
た
る
 

よ
り
も
 

無
想
の
 

時
 

更
に
 

美
 

は
し
き
 

は
 

彼
女
な
 

り
。
 

彼
女
 

は
 

美
 

は
し
け
れ
 

ど
も
、
 

其
の
 

相
貌
に
 

は
 

美
 

は
し
き
 

何
者
 

も
 

あ
ら
す
。
 

濃
 

け
れ
ど
も
 

短
き
 

黑
髮
，
 

際
立
ち
て
 

黑
き
 

皮
膚
、
 

大
な
る
 

手
、
 

長
き
 

に
 

過
ぎ
た
 

る
 

脚
、
 

不
規
則
な
る
 

鼻
と
 

唇
と
 

を
 

見
た
 

る
ァ
 

ー 
サ
 

ー 
の
 

一
 

友
 

は
、
 

「
彼
女
 

は
 

ジ
ブ
 

シ
 

ー 
の
 

如
し
」
 

と
 

云
 

ひ
た
る
 

事
 

あ
り
。
 

さ
れ
 

ど
 

余
が
 

酷
 

愛
す
る
 

を
禁
 

す
る
 

能
 

は
 

ざ
り
 

し
も
の
。
 

最
後
ま
で
 

戶
 

外
に
 

立
ち
居
り
 

て
、
 

余
 

を
 

招
じ
入
れ
 

た
る
 

は
 

彼
女
な
 

り
し
。
 

ベ
 

ビ
 

ー 
C
 

末
兒
 

な
れ
ば
 

何
處
も
 

同
じ
、
 

力
 

a 
ラ
イ
ン
 

は
尙
 

か
く
 

呼
ば
る
 

X 
な
り
)
 

は
黄
髮
 

紅
顔
-
 

人
形
.
 

の
 

如
き
 

小
兒
 

な
り
。
 

人
 

を
お
 

ぢ
 

す
、
 

憚
ら
す
。
 

語
り
、
 

笑
 

ひ
、
 

泣
き
、
 

命
令
し
、
 

驅
 

役
す
。
 

長
髯
の
 

老
父
 

も
，
 

彼
女
の
 

前
に
 

は
 

何
者
 

に
て
も
 

あ
ら
す
。
 

余
 

は
 

小
兒
.
 

な
 

る
が
 

故
に
、
 

彼
女
 

を
 

愛
し
 

得
た
り
。
 

さ
れ
 

ど
 

彼
女
 

は
 

時
に
 

衷
心
よ
り
の
 

親
切
 

を
 

盡
す
事
 

あ
り
。
 

ァ
 

ー 
サ
 

ー 
の
甥
ジ
 

ヨ
セ
フ
と
 

云
 

ふ
 

は
、
 

齢
 

ジ
ム
 

程
な
る
 

長
大
の
 

少
年
な
 

り
"
 

敢
 

爲
の
氣
 

象
に
 

富
み
て
、
 

快
濶
 

丈
夫
の
 

資
 

あ
り
。
 

其
 

の
 

妹
な
る
 

メ
リ
 

ー 
は
 

温
良
 

可
憐
な
る
 

少
女
な
 

り
。
 

ク
 

a 
1 

ゥ
 

h 
ル
氏
 

夫
婦
と
 

余
と
 

は
、
 

立
ち
な
が
ら
 

簡
擎
 

な
る
 

會
話
 

を
な
 

せ
り
し
 

が
，
 

長
く
 

し
て
 

發
 

音
し
 

難
き
 

余
の
 

名
 

は
、
 

明
瞭
に
 

記
憶
せ
ら
れ
、
 

家
に
 

あ
る
 

凡
て
の
 

日
本
的
 

装
飾
品
 

は
、
 

悉
く
 

W
 

壁
 

を
 

飾
れ
り
。
 

余
 

は
先
づ
 

其
の
 

周
到
の
 

用
意
 

を
 

心
に
 

謝
し
ぬ
。
 

須
臾
 

に
し
て
 

今
迄
 

あ
ら
 

ざ
り
 

し
フ
ァ
 

一一
 

ー 
入
り
 

來
り
、
 

食
^
-
の
 

用
意
 

は
戎
れ
 

り
と
 

云
 

ふ
。
 



ビ
 

ヤ
ノ
と
 

オ
ル
ガ
ン
と
の
 

を
拔
 

け
て
 

戶
を
排
 

す
れ
ば
、
 

居
間
 

を
 

兼
ね
た
 

る
 

食
堂
 

あ
り
。
 

客
 

{ャ
： 

と
 

2
 

じ
く
、
 

低
き
 

犬
并
 

は
お
.
 

ほ
く
 

煤
け
、
 

壁
 

底
 

は
 

汚
れ
て
、
 

粗
雜
 

な
る
 

額
緣
に
 

入
れ
た
 

る
 

油
繪
數
 

多
く
 

懸
け
 

迚
 

ね
ら
れ
、
 

椭
阅
 

な
る
^
 

卓
に
^
.
 

{:
: 

の
 

目
立
ち
て
 

見
 

ゆ
る
 

卓
 

被
 

を
 

か
け
て
、
 

種
々
 

な
る
 

形
の
 

椅
子
 

は
 

並
べ
ら
れ
た
り
。
 

八
 

水
 

は
：
 

止
 

客
の
 

座
に
 

招
ぜ
ら
 

る
。
 

左
に
 

は
ク
 

a 
1 

ゥ
 

エ
ル
 

火
 

人、
，.
 

I 
こ 

は
 

マ
 

ー 
ガ
レ
ッ
ト
 

C 
ク
 

n
l
 

ゥ
 

H 
ル
 

氏
が
 

得
意
の
 

絕
巔
は
 

其
の
 

兒
輩
を
 

膝
下
に
 

集
む
 

る
 

時
な
る
 

べ
し
 

。
か
，
，
 

る
 

時
に
 

共
 

ハ
辯
は
 

流
 

お
と
 

な
る
な
 

り
。
 

小
頭
 

巾
を
璦
 

i 
後
 

顔
に
 

押
し
 

や
り
な
が
ら
、
 

む
づ
 

か
し
げ
に
 

寄
せ
た
 

る
 

厢
の
皺
 

の
^
に
、
 

隱
し
 

お
ふ
せ
ぬ
^
 

ほ
つ
 

色
 

あ
 

り
。
 

今
宵
 

は
ァ
 

ー 
サ
，
 

'
が
 

食
卓
 

主
な
 

り
。
 

大
 

な
る
 

七
面
鳥
 

を
 

自
在
に
 

あ
っ
か
 

ひ
 

兼
ね
て
 

椅
子
よ
り
 

立
ち
上
り
、
 

^
^
刀
 

を
む
 

づ
.
 

A 
し
 

げ
に
 

か
す
 

を
、
 

蜜
の
 

如
く
 

笑
み
 

傾
け
た
 

る
ク
 

n 
1 

ゥ
 

エ
ル
 

去
 

人
 

は
 

珈
琲
 

を
 

注
ぎ
な
が
ら
 

注
意
 

を
與
 

ふ
。
 

メ
リ
 

ー 
ま
 

フ
ァ
ー
 

1
1
 

と
^
 

じ
 

や
か
に
 

相
 

語
り
、
 

ゥ
 

ネ
リ
 

ー 
は
默
 

し
て
 

パ
 

ン
を
喰
 

ひ
、
 

マ
ギ
 

I 
は
伏
視
 

し
て
 

猫
 

を
 

撫
で
、
 

ジ
ョ
 

ー 
と
 

ジ
ム
と
 

は
 

隔
た
り
て
^
 

をい
：：
 

め
 

た
れ
ば
、
 

大
聲
擧
 

げ
て
手
 

ま
ね
さ
 

へ
 

し
つ
 

、
何
處
 

か
に
て
 

鬪
 

は
れ
し
 

フ 
I 

ト
ボ
 

ー 
ル
の
事
 

語
る
 

を
、
 

ト
ム
 

折
々
：
：
 

さ
し
 

入.
， 

L 
て
、
 

か
く
 

な
り
し
、
 

さ
に
 

は
 

あ
ら
 

ざ
.
 

リ
し
 

な
ど
 

云
 

ふ
。
 

べ
ビ
 

ー 
は
 

彼
と
 

一
語
、
 

こ
れ
と
 

一
語
、
 

乎
 

は
^
ゃ
 

皿
 

や
 

を
 

忙
し
く
 

此
^
 

彼
^
に
 

分
^
 

r
。
 

主
賓
な
る
 

余
は
默
 

し
て
 

微
笑
め
り
。
 

一
種
の
 

醉
を
覺
 

え
た
る
な
 

り
。
 

食
事
 

菜
て
-
後
、
 

少
女
 

等
 

は
 

狼
藉
た
 

る
 

卓
上
の
 

も
の
 

を
 

厨
に
 

運
び
去
り
て
、
 

彼
 

處
に
慷
 

語
と
 

笑
漀
と
 

を
^
 

か
し
め
、
 

我
 

や
は
^
び
 

客
 

II
 

に
歸
 

り
て
、
 

賑
 

は
し
き
 

座
談
に
 

夜
 

を
 

過
ご
さ
ん
 

と
す
。
 

ジ
ョ
，
 

'
と
 

ジ
ム
と
 

は
^
 

上
の
 

話
題
^
 

ほ
^
き
ざ
る
 

に
や
、
 

-
m
m
 

お
ん
，
；
，
；
 

ば
し
て
 

打
ち
 

語
ら
 

ひ
つ
-
、
 

客
室
に
 

入
り
 

来
れ
る
 

時
、
 

ク
ロ
 
 

I 
ゥ
 

ヱ 
ル
氏
 

は
當
 

さ
に
 

余
 

を
 

招
き
て
、
 

日
 

木
の
お
 

共
^
か
ん
 

と
な
^
:
 

へ
 

た
る
 

時
 

な
れ
ば
 

T
 

ジ
ョ
，
 

'
も
 

ジ
ム
 

も
 

玆
に
來
 

よ
。
 

フ 
ー 

ト
ボ
 

ー 
ル
 

な
ど
 

口
に
す
る
 

も
 

國
辱
ぞ
 

。
陋
劣
な
る
 

發
戯
を
 

喋
々
 

し
て
、
 

， に
れ
 

を
卑
 

う
す
る
 

を
 

思
 

は
ざ
る
 

や
」
 

と
 

威
 

丈
 

高
な
 

り
。
 

ジ
ム
 

は
 

「
义
 

例
の
 

が
 

始
ま
れ
り
」
 

と
、
 

氣
 

に
す
 

る
氣
&
 

も
な
 

し
。
 

さ
れ
 

ど
か
、
 

は
リ
 

は
る
、
 

ま
 

\ 
に
-
 

我
國
の
 

事
情
 

を
 

拙
き
 

英
語
に
 

て
 

何
 

く
れ
と
 

語
り
 

出
で
 

し
が
、
 

の
 

熱
心
に
 

H
 

ザ
る
 

を
 

兄
る
 

ま
 

k 
に
、
 

渐
く
 
 

：4
 

勢
 

を
 

得
て
、
 

遂
に
 

は
 

英
語
の
 

拙
き
 

こ
と
 

も
 

忘
れ
^
て
 

ぬ
。
 

大
は
 

立
憲
君
主
政
 

體
の
 

得
失
よ
り
、
 

小
 

は
 

下
駄
の
^
^
 

S
 

す
げ
 

方
ま
で
、
 

米
 

國
の
田
 
阅
生
沽
 
 

^
1
 



^
島
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

七
 〇
 

矢
つ
 
ぎ
 早
な
る
 
質
問
 
を
、
 

受
け
，
 
か
う
 
流
 す
^
に
 
時
 移
れ
ば
、
 

ク
 
夫
人
 
は
 
二
 少
女
 
を
 顧
み
て
、
 
就
寝
の
 
時
 は
旣
に
 
遠
く
 
過
ぎ
た
り
 

と
 
云
 
ふ
。
 
今
宵
の
 
み
は
 
尙
ほ
寢
 
ね
で
 
あ
ら
ん
と
 
云
 
ふ
。
 
兎
角
の
 
爭
ひ
 
あ
り
し
 
が
、
 
ニ
兒
は
 
遂
に
 
母
の
 
膝
に
 
頭
 を
 
埋
め
て
、
 
寢
 前
の
 
祈
 

り
 
を
 捧
げ
ぬ
。
 

母
 は
雙
手
 
を
 
ニ
兒
の
 
頭
に
 
措
き
、
 
首
 を
 
垂
れ
て
 
默
禱
 
せ
り
。
 

該
興
十
 

一
 時
 を
 過
ぐ
 
る
迄
猶
 
結
え
 
ざ
り
 
し
が
、
 
ク
氏
は
 
「
客
人
 
は
 疲
れ
 
給
 
ひ
し
な
る
 
べ
し
、
 
寢
ね
 
給
へ
」
 

と
 
云
 
ふ
。
 
余
の
 
神
經
は
 

昂
奮
し
て
、
 
尙
ほ
寢
 
ぬ
る
に
 
堪
へ
 
ざ
り
 
し
か
ば
 
一
曲
 
ピ
 
ヤ
ノ
の
 
彈
奏
を
 
請
へ
 
り
。
 

ク
 
夫
人
、
 

マ
ギ
 

ー 
を
 顧
み
て
 

「
何
 か
 彈
じ
給
 
は
す
 

や
 
一
と
 
云
"
。
 

マ
ギ
 

ー 
は
躊
ふ
 
色
な
 
く
、
 
熱
し
た
 
る
 
面
 持
 も
な
 
く
、
 

ビ
 
ヤ
ノ
に
 
對
 し
て
 
シ
ュ
 
ー 
マ
ン
の
 
メ
ロ
 
テ
 
ー 
を
 
^
じ
ぬ
 

か
く
て
 
ァ
，
，
 
サ
，
'
 
、
ト
ム
、
 
ジ
ム
と
^
と
 
の
 r
a
x
 
は
、
 
階
上
な
る
 
寢
窒
に
 
入
り
ぬ
 

J 
「
君
の
 
寢
臺
 
は
、
 
有
名
な
る
 
震
 
鳴
 
床
と
 
云
 
へ
 る
 

も
の
た
 
る
ぞ
"
 
驚
く
な
」
 

と
ァ
 

ー 
サ
 
ー 
云
 
ひ
ぬ
。
 
更
衣
し
て
 
橫
 は
ら
ん
と
 
す
れ
ば
、
 
實
に
古
 
型
に
 
て
 木
造
な
る
 
が
、
 
村
々
 
相
 摩
し
て
 

聲
を
爲
 
す
な
り
。
 
寢
藁
も
 
貧
し
く
 
堅
 け
れ
ど
も
、
 
 
<
 水 は
 尙
ほ
醉
 
へ
る
 
が
 如
く
、
 
凡
て
 
を
 
を
 
か
し
と
！
 
a
 ぬ
。
 

ァ
 
ー 
サ
 
T 
等
 は
 久
濶
な
る
 
故
 家
の
 
枕
に
 
頭
を
橫
 
へ
て
、
 
幾
ば
 
く
も
な
く
 
幽
か
な
る
 
鼾
聲
 
と
な
り
ぬ
。
 
余
 は
 何
時
ま
で
も
 
眼
 冴
え
た
 

れ
ば
、
 
頭
 を
 抱
き
 
た
る
ま
 

X 
窓
外
の
 
寂
寥
に
 
耳
 を
 
傾
け
た
り
。
 
寂
寥
て
 
ふ
 無
 聲
の
聲
 
に
 耳
 
を
 
か
た
む
け
た
り
。
 

今
 は
 秋
の
 
蟲
も
早
 
や
 

死
に
 
絡
え
 
た
る
に
 
や
、
 
自
然
 
も
 
亦
 深
く
 
眠
れ
る
 
が
 如
し
。
 

忽
ち
に
 
し
て
 
階
下
に
 
輕
く
ビ
 
ヤ
ノ
 
0
 聲
起
 
り
ぬ
。
 
半
睡
な
 
り
し
 
余
 は
 愕
然
と
し
て
 
耳
を
欹
 
て
た
り
"
 

嫋
々
 
た
る
 
哀
音
 
は
 
W
 圍
に
滿
 

て
る
 
無
 數
の
聲
 
と
相
爭
 
ひ
て
、
 
晝
に
は
 
聞
き
 
難
き
 
を
の
 

\ 
き
を
 
爲
す
。
 
翌
朝
、
 
余
 は
 昨
夜
の
 
彈
 者
が
 

マ
ギ
 

ー 
に
し
て
、
 
曲
は
シ
 

3 パ
 

ン
の
フ
 
パ
ン
 
タ
ジ
 
I
。
 
彼
女
に
 
取
り
て
 
明
喑
の
 
他
に
、
 
晝
と
 
夜
と
の
 
區
 別
な
 
き
を
 
知
り
 
得
た
り
 
き
。
 

余
 は
か
く
ま
で
に
 
囘
想
を
 
迪
 り
來
 
り
て
 
稍
ぷ
疲
 
勞
を
覺
 
え
た
り
。
 
次
 日
 
更
に
 
筆
 を
 新
た
に
 
す
べ
 
し
。
 

巖
 頭
よ
り
 
見
や
れ
ば
 
潮
 は
 
正
に
 
退
き
 
去
り
つ
 
、
あ
り
、
 
眞
晝
 
は
や
が
 
て
來
 
ら
ん
と
 
す
る
な
 
る
べ
 
し
。
 

( 一 九
 〇
 
八
 年
 四
月
 
「
文
武
 
會
報
」
 
第
五
 
十
四
 
號
 所
載
)
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 H
: 

IV
hi
f 

ミ 
w.
 

美
し
き
 

秋
の
 

曰
 

和
 

打
ち
 

繽
き
 

ぬ
。
 

睛
れ
 

た
る
 

秋
の
 

日
ば
 

か
り
 

心
 

ゆ
く
 

も
の
 

は
 

あ
ら
 

じ
。
 

一
^
が
^
に
 

經
來
 

り
た
る
，
 

や
^
ゃ
 

を
、
 

靜
 

か
に
 

囘
 

顧
し
て
、
 

微
笑
ま
ん
 

に
も
、
 

嘆
か
ん
 

に
も
、
 

ふ
さ
 

ひ
た
る
 

秋
な
 

り
。
 

物
の
 

亂
れ
 

た
る
が
、
 

獰
 

へ
ら
る
べ
き
 

時
な
 

り
。
 

小.
 

女
 

だ
に
 

靜
 

か
な
る
 

夜
 

頃
 

を
 

針
箱
に
 

亂
れ
 

た
る
 

絲
 

ほ
ど
き
 

分
け
ん
 

と
の
 

心
萠
す
 

可
し
。
 

大
空
 

を
.
 

漂
 

ふ
-
 

g
 

も
、
 

何
^
よ
り
：
^
 

り
、
 

何
お
 

一 こ
.
/
 

く
 

か
 

は
 

知
り
 

顔
な
 

り
。
 

我
 

も
 

亦
 

寂
寞
の
 

中
に
 

立
ち
て
 

心
に
 

觀
す
れ
 

ば
 

萬
 

縷
の
想
 

直
々
 

た
る
 
 

一
^
の
 

絲
 

と
な
り
て
、
 

お
^
の
 

W
 

ら
 

さ
ま
 

さな
 

力 
な
る
、
 

宛
ら
 

明
鏡
の
 

前
に
 

立
つ
 

が
 

如
し
。
 

秋
の
 

寂
し
き
 

は
こ
れ
 

あ
る
が
 

故
な
 

り
。
 



有
島
武
 
郎
仝
蕖
 
笫
五
卷
 
 

七
 二
 

我
 は
 磯
邊
の
 
礫
を
羡
 
む
"
 
小
さ
く
 
醜
く
 
黑
 け
れ
ど
も
、
 
永
遠
 
は
 そ
が
 
導
 者
、
 
そ
が
 
鞭
撻
な
 
り
。
 
風
に
 
逐
 は
れ
て
 
起
る
 
大
波
 
小
波
，
 

思
 
ふ
が
 
儘
に
 
岸
を
嘰
 
み
て
、
 

そ
 を
 弄
び
 
得
 可
し
。
 
さ
れ
 
ど
 風
 死
 ま
ば
 
波
 は
 無
 か
ら
ん
、
 

風
 死
む
 
と
も
 
其
處
に
 
一
粒
の
 
礫
 は
殘
れ
 
り
"
 

…
…
 
我
が
 
日
毎
に
 
さ
ま
よ
 
ひ
し
 
芝
生
の
 
彼
方
な
る
 
小
さ
き
 
森
に
 
分
 入
り
て
，
 
掬
の
 
老
 幹
に
 

H
.
A
.
 
 、04,  Japan 

と
、
 
我
が
 
名
 彫
り
 
付
 

寸
ぬ
。
 

を
 
か
し
き
よ
 
人
の
、
 い
な
る
 
か
な
、
 
凡
て
 
は
 逝
き
て
^
 
ま
る
 
事
な
 
き
 
此
の
世
に
 
生
 を
 得
な
が
ら
、
 
何
物
 
か
の
 
記
憶
 
を
殘
 
さ
ん
と
 

i か
 
 

かづら 

は
や
る
な
 
り
。
 
我
が
 
名
 を
 彫
り
し
 
古
木
の
 
ほ
と
り
 
は
 畑
と
 
な
り
て
、
 
其
の
 
幹
の
 
切
り
倒
さ
る
、
 
時
 あ
る
 
可
し
。
 
樹
 益
よ
 
老
い
て
 
葛
 一
 薪 

も *A 

そ
 
を
 
蔽
ひ
盡
 
す
の
 
時
 あ
る
 
可
し
。
 

一
夜
の
 
風
雨
に
 
脆
く
 
摧
 く
る
の
 
時
 あ
る
 
可
し
。
 
若
し
く
は
 
雷
火
 
瞬
轉
の
 
間
に
、
 

そ
 を
 割
り
 
裂
き
^
 

可
し
。
 
我
よ
 
く
こ
れ
 
を
 知
る
。
 
か
く
て
も
 
尙
ほ
 
わ
が
 
名
 を
 其
處
に
 
彫
ら
ん
 
と
す
る
 
の
 念
を
禁
 
す
る
 
能
 は
ざ
る
 
な
り
。
 
ナ
ボ
レ
 
オ
ン
の
 

爲
 
せ
る
 
所
 ァ
レ
キ
 
サ
ン
 
ダ
 
ー 
の
爲
 
せ
る
 
所
、
 
亦
 唯
 此
の
 
如
き
の
 
み
。
 
彼
等
 
は
 野
心
 
欲
望
の
 
爲
 め
に
 
驅
ら
れ
 
て
、
 
億
兆
の
 
血
 を
 徒
費
し
 

を さ 

骨
を
摧
 
け
り
と
 
人
 
は
 
云
 
ふ
。
 
さ
れ
 
ど
 
欲
望
な
る
 
も
の
 
は
何
ぞ
 
や
。
 
野
心
 
欲
望
の
 
下
 底
に
 
藏
 め
る
 
も
の
 
は
何
ぞ
 
や
。
 不
朽
の
 
追
慕
な
 
り
 

永
遠
の
 
吿
白
 
な
り
。
 
彼
等
の
 
持
て
る
 
所
の
 
も
の
 
は
、
 
我
等
の
 
持
て
る
 
所
の
 
も
の
。
 
我
等
の
 
持
て
る
 
所
の
 
も
の
 
は
、
 
彼
等
の
 
持
て
る
 
所
 

の
 も
の
。
 
彼
等
と
 
我
等
と
の
 
持
て
る
 
所
の
 
も
の
 
は
、
 
實
は
感
 
世
の
 
尊
者
 
聖
師
 
が
總
 
て
に
 
勝
り
て
 
珍
重
 
擁
護
せ
 
る
 其
の
物
な
 
り
つ
 
尊
者
 

聖
師
は
 
其
の
 
眞
諦
 
第
一
義
 
を
 護
り
、
 
彼
等
 
は
 終
世
 
其
の
 
摸
索
に
 
短
 ひ
、
 
我
 は
 其
の
 
模
索
に
 
悶
 ゆ
る
の
 
苦
痛
 
を
 だ
に
 
避
け
ん
 
と
す
。
 
思
 

へ
ば
 
彼
等
に
 
勝
り
て
 
憐
れ
む
 
可
き
 
も
の
、
 
わ
が
 
上
な
る
 
に
 似
た
り
。
 

此
の
 
朝
悤
 
者
と
 
共
に
 
芝
生
に
 
出
で
.
^
、
 
 
E
 
氏
よ
り
 
贈
り
 
來
れ
る
 

Journal  of  G
e
o
r
g
e
 
 F
o
x
 
を
讀
 
む
。
 
嘗
て
 
日
本
に
 
あ
り
し
 
時
 



其
の
 

譯
 

文
を
讀
 

み
た
る
 

事
 

あ
り
し
 

が
、
 

感
興
の
 

異
な
れ
る
^
 

壤
も
啻
 

な
ら
す
。
 

其
の
 

文
字
 

は
 

一 
々
^
力
 

を
 

も
て
 

勁
き
、
 

ヱ 
マ 

ー 
ソ
ン
 

が
 

モ
ン
テ
 

ー 
ヌ
の
文
 

を
 

評
せ
る
 

語
な
ら
 

ね
 

ど
も
、
 

試
み
に
 

こ
れ
 

を
 

切
れ
ば
 

生
血
の
 

淋
漓
た
る
 

を
^
ん
 

と
す
。
 

彼
 

は
 

幼
少
に
 

し
て
.
 

ほ
に
 

純
潔
と
 

經
驗
の
 

何
者
な
る
 

か 
を 
解
し
、
 

弱
冠
 

商
家
に
 

僦
 

は
れ
て
 

は 

"V
er
il
y"
 

の 
語
 

を
^
 

用
し
、
 

人
 

を
し
て
 

「
フ
ォ
ッ
ク
ス
 

此
 

の
 

語
 

を
 

S
 

ゐ
ば
 

安
ん
じ
て
 

凡
て
 

を
 

任
じ
て
 

可
な
 

り
」
 

と
 

云
 

は
し
む
 

る
に
 

至
り
、
 

十
 

火
 

歳
に
 

し
て
 

神
の
^
 

愈
よ
 

共
の
 

攻
 

心
に
：
 

過
る
 

や
，
 

彼
の
 

眼
 

忽
ち
 

開
け
て
 

世
界
の
 

虚
偽
と
 

悪
 

德
と
を
 

見
、
 

其
の
 

痛
み
 

を
 

忍
ぶ
 

に
堪
 

へ
す
 

し
て
 

絶
^
に
 

沈
ま
ん
 

と
し
，
 

遂
に
^
 

を
 

決
し
て
 

大
 

な
る
 

豫
霄
 

者
の
 

生
涯
に
 

入
り
し
 

ま
で
の
 

辛
酸
 

瞻
望
 

に
堪
 

へ
た
り
。
 

彼
の
 

人
格
 

は
 

驚
く
べ
き
 

か
な
。
 

彼
の
 

C
 

任
 

は
 

如
何
に
 

高
き
 

か
な
。
 

彼
 

は
 

宛
ら
 

鏘
々
 

と
し
て
 

鳴
り
 

や
ま
ぬ
 

銅
 

鐵
の
古
 

鈴
の
 

如
し
。
 

こ
れ
 

を
 

鞭
う
つ
^
 

愈
よ
 

激
し
け
れ
ば
 

共
の
 

嗚
 

愈
よ
^
 
 

く
し
て
 

愈
！
 

强
 

し
"
 

祌
 

に
あ
る
 

人
：
 

止
に
 

此
の
 

如
く
な
ら
 

ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

此
の
 

齷
齪
 

措
く
 

所
 

を
 

知
ら
ざ
る
 

人
生
に
 

虚
し
て
、
 

恐
怖
 

を
 

知
ら
ざ
る
 

人
 

は
^
む
.
.
^
 

き
か
な
。
 

幾
度
 

か
 

卷
を
掩
 

ひ
て
 

问
 

情
と
 

感
激
と
 

に
滿
 

た
さ
れ
し
 

ぞ
ゃ
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

我
 

は
 

云
 

は
ん
。
 

我
 

は
 

彼
の
 

跡
を
跺
 

む
^
を
^
 

I す
，
 

彼
 

は.
 

21
 

己
の
 

罪
 

惡
に
關
 

し
て
 

は
 

極
め
て
 

容
易
な
る
 

解
脫
を
 

得
 

た
れ
ば
 

な
り
。
 

共
の
 

書
 

を
 

見
る
 

に
、
 

彼
 

は
：
 

侗
 

小
敎
^
 

的
：
 

人
ォ
 

な
り
、
 

彼
 

は
 

尊
く
^
 

ま
れ
し
 

人
な
 

り
、
 

尊
く
 

惠
 

ま
る
-
人
に
 

は
 

あ
ら
す
。
 

さ
る
に
 

我
 

は
 

幼
く
 

し
て
 

純
潔
と
 

敬
^
と
 

を
^
^
し
、
 

そ
 

シ
^
な
；
：
.
 

一」
 

し
が
 

如
き
 

經
験
 

な
き
の
 

み
な
ら
す
、
 

幼
く
 

し
て
 

我
 

は
 

色
慾
 

を
 

知
り
、
 

盜
 

み
を
爲
 

し
？
 

il
 

一一 口 
を
 

叶：
 

き
、
 

姑
息
に
 

住
み
 

蔭.
：：
.：
： 

を
 

避
け
 

ざ
り
 

き
。
 

而
 

し
て
 

此
の
 

惡
性
は
 

今
に
 

至
り
て
 

尙
拔
く
 

事
 

能
 

は
す
。
 

何
故
に
 

我
 

は
か
く
ば
 

か
り
 

卑
陋
な
る
 

ぞ
と
、
 

，1
: 

ら
を
 

憐
れ
む
 

の
 

外
な
 

き
卞
ム
 

り
。
 

余
 

は
か
く
て
 

フ
ォ
ッ
ク
ス
と
 

同
情
の
 

人
た
り
 

得
す
、
 

我
 

は
 

彼
の
 

道
 

を
 

歩
む
 

に
 

ふ
さ
 

は
す
。
 

祌
は
ル
 

む
 

W
 

く
 

他
の
 

道
 

を
^
へ
！
^
 

ひ
 

ぬ
。
 

わ
れ
 

は
 

其
の
 

道
 

を
 

歩
む
 

可
し
。
 

不
遜
の
 

性
 

を
 

も
て
 

自
ら
 

を
 

憐
れ
む
 

わ
れ
 

は
 

憐
れ
む
 

に
堪
 

へ
た
る
 

か
な
。
 

汝
の
 

智
慧
 

を
 

信
仰
に
ま
で
 

鍛
ひ
 

上
げ
よ
。
 

汝
の
 

道
理
に
 

火
 

を
點
ぜ
 

よ
。
 

犧
羊
を
 

持
て
 

ど
も
、
 

祭
^
に
 

薪
 

を
 

燃
や
さ
 

ビ
る
 

も
の
に
，
 

3
 

n
 
 

^
 
ょ
リ
 
 

七-
:;
 



冇
島
武
 
郎
仝
集
 

第
五
 
卷
 
 

七
 四
 

な
る
 

力
な
 

六 

先
 全
 週
 N
 市
に
 
あ
り
て
 
過
ご
せ
り
。
 
大
 な
る
 
都
會
の
 
喘
ぎ
 
苦
し
む
 
様
 は
 人
の
 
心
を
穩
 
か
な
ら
 
ざ
ら
 
し
む
。
 
都
 會
は
晝
 
叫
び
て
 
夜
悶
 

ゆ
。
 
田
園
に
 
あ
り
て
 
は
 人
 は
 自
然
の
 
隸
屬
 
者
な
 
り
、
 
都
會
 
に
あ
り
 
て
 は
 人
 
は
歷
史
 
の
隸
屬
 
者
な
 
り
。
 
自
然
と
の
 
交
渉
に
 
あ
り
て
 
は
、
 

人
 
各
 
i き
る
 所
 あ
り
。
 
歷
史
 
と
の
 
交
涉
 
に
あ
り
 
て
 は
、
 
代
表
的
 
若
干
 
數
の
 
頭
顱
を
 
除
く
 
の
 外
 は
 唯
 飛
 塵
 破
沫
の
 
如
く
に
 
し
て
 
去
る
。
 

此
の
 
如
き
 
多
數
 
群
集
の
 
喧
々
 
囂
々
 
の
 中
に
 
沒
 入
し
て
、
 

一
個
の
 
秩
序
 
を
 索
 出
せ
ん
 
と
す
る
 
は
 不
可
能
な
 
る
に
 
似
た
り
。
 
目
前
に
 
し
て
 

都
會
に
 
接
す
れ
ば
、
 
宛
ら
 
一
個
 苦
悶
せ
 
る
 
E
 人
 
を
^
る
 
の
 想
 あ
り
。
 
何
の
 
苦
悶
 
ぞ
。
 
何
の
 
故
の
 
苦
悶
 
ぞ
、
 
其
の
 
苦
悶
 
を
 
匿
し
 
得
る
 
は
 

佝
 な
る
べ
き
 
ぞ
、
 
絡
え
 
て
 知
る
 
に
 由
な
 
し
。
 
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
 
沈
痛
な
る
 

gB! 圖
に
對
 
す
る
 
の
感
 
あ
ら
す
 
や
。
 

さ
れ
 
ど
^
よ
、
 
彼
 處
に
大
 
な
る
 
渴
仰
 
あ
り
、
 
熱
 慕
 あ
り
。
 
問
け
、
 
そ
の
 
犬
な
る
 
叫
喚
に
 
耳
欹
 
て
よ
、
 
徒
ら
に
 
汝
の
耳
 
を
閉
ぢ
 
て
、
 
田
 

園
の
 
祌
聖
を
 
云
々
 
す
る
 
を
 休
め
よ
。
 
汝
の
耳
 
を
 閉
ぢ
、
 
眼
 を
 塞
ぎ
た
 
る
に
 
よ
り
て
、
 
都
會
は
 
亡
せ
 
す
、
 
此
の
世
に
 
都
 會
は
存
 
せ
り
。
 

人
 彼
處
に
 
住
め
り
、
 
彼
處
に
 
父
母
 
あ
り
、
 
彼
 處
に
子
 
あ
り
、
 
彼
處
に
 
若
き
 
男
 あ
り
、
 
彼
處
に
 
若
き
 
女
 あ
り
、
 
彼
 處
に
大
 
な
る
 
資
本
 
主
 

あ
り
、
 
彼
處
に
 
多
く
の
 
勞
働
者
 
あ
り
、
 
彼
 處
に
大
 
な
る
 
祌
の
 
鎔
爐
 
あ
り
。
 
金
と
 
鐵
 屑
と
 
は
ま
が
 
ふ
 方
な
 
く
 
ふ
き
 
分
け
ら
 
る
&
 
な
り
。
 

忘
る
 
&
事
 
勿
れ
、
 
彼
處
 
に
も
 
汗
 あ
り
、
 
淚
 あ
り
、
 
而
 し
て
 
血
 あ
り
。
 
「
神
 田
園
 
を
 創
り
、
 
惡
魔
 
都
會
を
 
創
れ
 
り
」
 
と
 
云
 
ひ
し
 
人
の
 
冷
 刻
 

な
る
 
心
 を
 
わ
れ
 
は
惡
 
む
。
 

• 
七
-
 

夜
ほ
の
^
^
と
 
白
み
 
初
む
 
る
 頃
、
 
 列
車
 
は
 
口 

ー 
ド
ア
 
イ
ラ
ン
 
ド
を
 
過
り
 
て
、
 

コ 
ン
ネ
ッ
 
カ
ッ
ト
の
 
丘
 岡
に
 
並
び
 
立
て
る
 
若
き
 
林
の
 
間
 



を
 過
ぎ
つ
 

k 
あ
り
き
。
 

う
と
，
 
（
-
と
 
夢
 多
き
 
眠
よ
り
 
覺
 め
て
 
窓
外
 
を
 望
め
ば
、
 

月
 
依
 稀
と
 
し
て
 
稍
よ
 
低
く
？
：
 
の
お
に
 
あ
り
。
 

穴」 け
 透
 

藍
、
 
黃
を
满
 
へ
て
、
 
春
 淺
き
草
 
野
の
 
雨
に
 
見
る
 
が
 如
き
 
軟
き
綠
 
と
な
り
、
 
片
々
 
鱗
の
 
如
き
 
白
雲
 
は
、
 
濁
り
な
 
き
 
桃
色
に
 
染
み
て
、
 

^« 

I
K
m
 が
 着
た
 
る
が
 
如
き
 
朧
の
 
光
に
 
榮
ぇ
 
た
り
。
 
地
に
 
は
 
日
の
目
 
猶
ほ
裕
 
か
な
ら
ね
ば
、
 
薄
喈
萬
 
象
 を
^
め
 
て
、
 物
の
^
 
は
^
れ
 
勝
ち
た
 

る
 紫
な
 
り
。
 
過
ぎ
行
く
 
林
の
 
若
き
 
梢
、
 
厚
き
 
下
草
、
 
七
 分
 は
 秋
と
 
口 づ

け
し
 
ぬ
。
 
殊
に
 
美
し
き
 
は
 樺
の
 
若
木
な
 
り
。
 
c
:
^
 纖
枝
 
な
よ
 

や
か
な
る
 
事
處
 
女
の
 
如
き
 
木
 振
な
る
 
が
、
 
心
蟥
の
 
形
せ
 
る
 細
き
 
葉
 
一 々

異
な
る
 
黄
 
や
 紅
 や
に
 
染
み
て
、
 
朝
風
に
 
ほ
 
ゝ
么
み
 
交
せ
る
。
 

わ
 れ
は
 
今
朝
よ
 
り
、
 
白
樺
 
を
此
 
の
 世
 旅
路
 
の
な
 
つ
か
し
 
き
 伴
侶
 
に
 加
 
ふ
べ
 
し
と
 
心
 決
め
ぬ
。
 

さ
る
 
に
て
も
、
 
花
の
 
色
の
 
移
 
ふ
に
 
も
增
 
し
て
、
 
短
き
 
は
.
 d: 然

の
美
 
は
し
き
 
瞬
時
の
 
移
 
ひ
な
り
。
 

人
 
は
 多
く
 
思
 
ふ
、
 
c
 然
は
、
 
^
を
 

放
つ
 
何
處
 
に
も
 
展
 
ベ
ら
 
れ
 た
り
。
 
自
然
 
を
 見
ん
 
と
す
れ
ば
、
 

眼
 を
 開
け
ば
 
足
る
 

e 
五
十
お
 
お
：
^
 
し
と
 
は.： ム

ふ
 
可
ら
 
ね
 ど
も
、
 

n
 
然
を
 

見
盡
 
さ
ん
に
 
は
、
 
餘
 り
て
 
猶
ほ
裕
 
り
 
あ
り
と
。
 
さ
れ
 
ど
 
自
然
 
は
つ
 

& 
ま
し
き
 
深
窓
の
 
乙
女
な
 
り
。
 
彼
女
の
 
被
 衣
 は
 深
く
、
 

其. s
,
l
 
は
 

か
き
 
合
 は
さ
れ
 
た
り
。
 

然
り
。
 
平
凡
な
る
 
自
然
 
も
、
 
世
の
 
凡
て
の
 
も
の
よ
り
 
は
 美
し
 
か
り
。
 
さ
れ
 
ど
も
 
自
然
が
 
—
—
 
笑
へ
 
る
な
る
 
か
 泣
け
る
な
 
る
か
 
I
 

. 

色
と
 
形
と
 
聲
 と
に
 
於
て
、
 
破
る
 
可
ら
ざ
る
 
調
和
に
 
入
り
し
 
瞬
時
 
は
、
 
其
の
 
容
 何
物
よ
り
も
 
美
に
、
 
共
の
 
尘
 何
物
よ
り
も
 
お
し
。
 

今
朝
 
我
が
 
見
た
り
 
し
 自
然
の
 
姿
 は
、
 
殆
ん
ど
 
哀
れ
な
る
 
人
 
を
戰
き
 
畏
れ
し
 
む
る
 
程
 突
し
 
か
り
し
 
が
、
 
つ
れ
/
 ̂
と
 
は
る
^
も
 
あ
ら
 

す
、
 
西
北
に
 
濁
れ
る
 
雲
 起
り
、
 
間
然
す
べ
か
ら
ざ
る
 
調
和
 
は
 忽
ち
 
破
れ
て
、
 
自
然
 
は
 平
凡
な
る
 
内
 
然
に
歸
 
り
ぬ
。
 

生
と
 
は
何
ぞ
 
や
。
 
知
ら
す
。
 
さ
ら
ば
 
何
が
 
故
に
 
生
く
 
る
 
や
。
 
知
ら
す
。
 
さ
ら
ば
 
何
が
 
故
に
 
死
せ
 
ざ
る
 
や
。
 
死
せ
 
ざ
る
 
は
、
 
死
 を
 
だ
 

に
 知
ら
ざ
る
 
が
 故
な
 
り
。
 



冇
^
 

武
郞
 

仝
^
 
笫
五
卷
 
 

セ山
、 

生
と
 

死
と
 

は
、
 

我
 

知
ら
す
。
 

さ
れ
 

ど
 

我
 

一
個
の
 

事
實
 

あ
る
 

を
 

知
る
。
 

我
 

生
 

を
 

呪
 

ひ
、
 

死
 

を
 

思
 

ふ
 

時
，
 

一-
の 

力
 

わ
が
 

m
 

に
あ
り
 

て
 

わ
 

が
 

意
志
に
 

抗
 

す
る
な
 

り
。
 

其
の
 

力
に
 

は
 

暖
か
み
 

あ
り
て
 

濕
ひ
 

あ
り
、
 

而
 

し
て
 

光
 

あ
り
。
 

其
の
 

力
 

は
 

幻
 

象
 

を
 

現
 

は
し
、
 

聲
音
 

を
爲
 

し
、
 

其
の
 

黨
 

す
る
 

も
の
 

を
 

愛
す
る
 

や
 

酷
し
 

く
、
 

其
の
 

敵
す
 

る
 

者
を
惡
 

む
ゃ
甚
 

し
。
 

其
の
 

力
 

は
 

常
に
 

我
が
 

意
志
 

を
 

屈
曲
し
て
、
 

わ
が
 

知
る
 

事
 

な
き
 

他
の
 

意
志
に
 

合
一
 

せ
し
め
ん
 

と
す
。
 

我
れ
 

時
に
 

藻
搔
 

き
て
 

其
の
 

力
よ
り
 

脫
 

せ
ん
と
 

す
れ
ば
、
 

其
の
 

者
 

聲
を
爲
 

し
て
 

曰
く
、
 

「
ま
汝
 

を
 

創
り
 

汝
 

我
の
 

內
に
 

生
く
。
 

汝
の
 

我
よ
り
 

脫
 

出
せ
ん
 

と
勉
 

む
る
 

は
、
 

波
の
 

水
よ
り
 

脫
 

せ
ん
と
 

勉
む
 

る
が
 

如
し
」
 

と
。
 

其
の
 

力
 

我
に
 

悲
し
ま
し
 

め
、
 

瘦
 

せ
し
め
、
 

眠
ら
し
 

む
。
 

然
し
て
 

此
の
 

力
の
 

み
 

我
 

を
 

活
か
し
む
。
 

實
に
、
 

我
 

は
 

其
の
 

力
が
 

弄
ぶ
 

傀
儡
な
る
 

に
 

似
た
り
。
 

殘
 

忍
な
る
 

其
の
 

力
よ
。
 

昨
日
 

古
き
 

ス
ク
リ
 

ブ
ナ
 

ー 
誌
 

を
 

繙
き
，
 

n 
ゼ
 

ツ
チ
の
 

亡
せ
 

し
 

頃
、
 

其
の
 

親
し
き
 

友
に
 

よ
り
て
 

記
さ
れ
た
 

る
 

囘
想
錄
 

を
 

見
出
で
 

た
り
 

o 

其
の
 

一
節
に
 

曰
く
 

T
 

彼
 

は
 

其
の
 

經
歷
に
 

於
て
 

年
齢
に
 

於
て
、
 

ラ
フ
 

ァ 
H 

ル
前
 

派
の
 

建
設
者
た
 

ら
ん
に
 

は
、
 

i
 

ひ
か
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

彼
 

は
 

凡
て
に
 

勝
り
て
 

骨
 

頭
 

を
 

有
せ
り
 

き
。
 

是
れ
 

彼
が
 

事
實
に
 

於
て
 

頭
領
た
り
 

し
 

所
以
な
 

り
。
 

彼
 

は
 

虚
偽
と
、
 

明
晰
 

を
缺
 

け
る
 

想
 

像
と
 

を
惡
 

め
り
。
 

花
 

一
 

ひ
ら
 

を
 

描
く
 

に
も
、
 

一
 

道
の
 

光
線
 

を
 

描
く
 

に
も
、
 

其
の
 

花
 

其
の
 

光
線
の
 

肖
像
 

を
 

作
る
 

の
 

意
氣
を
 

以
て
 

こ
れ
に
 

臨
 

め
り
。
 

こ
れ
 

此
の
 

派
の
 

作
 

を
し
て
 

動
も
す
れ
ば
 

生
硬
の
 

氣
を
帶
 

ば
し
 

め
し
 

所
以
 

な
れ
 

ど
も
、
 

同
時
に
 

此
の
 

精
神
 

を
 

注
ぎ
て
 

あ
の
 

派
の
 

特
色
 

は
 

討
ぬ
 

可
ら
 

す
」
 

と
。
 

さ
な
り
、
 

彼
 

は
 

此
の
 

屈
ぐ
 

可
ら
ざ
る
 

忠
實
眞
 

率
の
 

意
志
と
 

感
情
と
 

を
 

以
て
、
 

其
の
 

畫
と
 

其
の
 

詩
と
 

に
 

施
 

せ
り
。
 

彼
の
 

感
化
 

力
の
 

如
何
に
 

强
甚
 

な
り
し
 

か
 

は
、
 

ミ
レ
 

I 
が
 

彼
の
 

生
存
 

中
に
 

成
せ
る
 

畫
と
、
 

死
後
に
 

出
し
た
 

る
 

作
と
 

を
 

見
れ
ば
 

明
 

力
な
る
 

可
し
。
 

彼
の
 

生
前
に
 

あ
り
て
 

は
、
 

ミ
レ
 

I 
は
 

恰
も
 

嚴
 

父
の
 

前
に
 

あ
る
 

小
兒
の
 

如
く
、
 

其
の
 

死
後
に
 

至
り
て
 

は
 

其
の
 

作
 

虱
頹
然
 

と
し
て
 

亂
れ
、
 

復
た
收
 

拾
す
べ
か
ら
ざ
る
 

も
の
 

あ
り
き
。
 



若
し
、
 

a 
ゼ
 

ツ
チ
 

自
身
、
 

大
 

な
る
 

風
潮
 

を
 

作
る
 

能
 

は
 

ざ
り
 

し
と
す
 

る
 

も
-
 

彼
の
棻
 

と
 

詩
と
 

は
、
 

世
紀
の
 

粱
と
 

詩
と
 

を
し
て
，
 

大
な
 

る
 

屈
折
 

を
爲
 

さ
し
め
、
 

新
た
に
 

生
る
 

\
藝
 

術
の
 

源
 

頭
と
 

な
り
し
 

は
 

否
む
 

可
ら
 

じ
。
 

此
の
 

美
し
き
 

小
春
日
和
 

を
、
 

エ
マ
 

ー 
ソ
ン
の
 

故
 

地
に
 

探
ら
ん
 

と
 

決
し
た
り
。
 

秋
に
 

入
り
て
 

よ
り
、
 

黄
葉
の
 

黄
な
る
 

に
對
 

し
て
、
 

煉
瓦
の
 

色
 

殊
に
 

赤
き
 

法
科
 

講
堂
の
 

角
よ
り
：
 

お
 

ポ
に
乘
 

る
。
 

£3
 

然
を
赏
 

せ
ん
と
て
 

か
、
 

敎
會
に
 

列
 

せ
ん
と
て
 

か
、
 

車
 

は
 

人
の
 

山
 

を
 

築
き
た
り
。
 

車
の
 

外
に
 

も
、
 

衣
 

杏
 

傘
 

影
 

共
に
 

華
 

か
な
る
 

を
 

戦
せ
 

た
る
 

n
 

狗
ポ
、
 

^
小
 

こしき の
 

類
、
 

穀
を
 

摩
し
て
 

落
葉
の
 

中
 

を
 

走
る
。
 

街
 

樹
の
楷
 

漸
く
 

疎
ら
と
 

な
り
て
 

骨
 

を
 

碧
 

签
 

に
衝
 

き
、
 

滑
 

か
な
る
 

道
に
 

は
 

黄
な
る
 

樺
な
る
 

落
 

紫
，
 

椎
き
 

迄
に
^
り
 

た
り
。
 

A
 

紅
き
 

シ 

3
i
 

ル
 

肩
に
 

卷
 

き
た
る
 

老
女
の
 

髮
白
 

き
が
 

手
籠
 

か
き
 

抱
き
つ
、
、
 

と
ぼ
く
 

と
 

紫
の
 

影
贲
 

な
る
 

光
の
^
 

を
 

行
く
。
 

華
 

か
な
る
^
 

の
リ
 

ボ
ン
、
 

花
、
 

羽
 

等
 

を
 

幅
廣
き
 

帽
子
に
 

な
よ
 

く
と
 

装
 

ひ
て
、
 

裳
.
 

®
 

く
 

十
二
 

n 
一
の
 

少
女
の
、
 

乎
つ
な
 

ぎ
て
 

歩
め
る
。
 

黑
に
裝
 

ひ
し
：
 

^
お
 

き
老
 

紳
士
の
、
 

乎
 

を
 

後
ろ
に
 

し
て
 

緩
 

か
に
 

歩
 

を
 

運
べ
る
。
 

大
學
 

生
の
 

緋
 

な
る
 

校
帽
阿
 

彌
陀
に
 

被
り
て
、
 

^
々
た
る
 

靴
^
^
く
 

行
き
 

過
 

ぐ
る
。
 

そ
れ
 

等
の
 

群
 

を
 

秋
の
 

日
は
靜
 

か
に
 

暖
か
く
 

照
ら
し
た
り
。
 

家
の
 

漸
く
 

疎
ら
に
 

な
れ
る
 

頃
、
 

窓
よ
り
 

窺
へ
ば
、
 

道
よ
り
 

延
び
て
 

林
に
 

入
れ
る
 

野
の
 

草
の
、
 

際
立
ち
て
 

綠
に
 

映
え
た
 

る
が
 

先
 

づ
^
 

を
 喜
ば
し
め
 
ぬ
。
 

レ
キ
 

シ
ン
 

グ
 

ト
ン
と
 

云
へ
 

る
 

は
 

* 
閗
 

き
し
に
 

ま
さ
る
 

小
さ
き
 

町
な
 

り
。
 

n;
 

叉
せ
 

る
 

道
に
 

狹
 

ま
れ
て
 

* 
こ
、
 

も
^
^
 

き
 

芝
生
の
 

一 

端
に
、
 

獨
 

立
戰
季
 

第
 

一
 

の
 

先
驅
者
 

大
尉
 

パ
 

ー 
力
 

ー 
の
 

銅
像
 

立
て
り
。
 

.E
I 

然
 

石
の
 

礎
の
 

下
に
 

は
、
 

ハ牛
 

若
き
^
 

二
人
 

安
 

坐
し
て
、
 

お
 

ぼ
に
 

煙
管
く
 

ゆ
ら
し
た
り
。
 

當
時
 

七
十
 

餘
 

人
の
 

壯
 

丁
が
 

流
し
た
 

る
 

尊
き
 

血
 

は
、
 

乾
き
 

*
 

て
、
 

年
^
き
 

ぬ
。
 

平
和
 

は
 

彼
等
の
 

の
 

卜：
 

に
^
り
 

口 
記
よ
 
リ
 
 

ヒ
ヒ
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た
り
。
 

一
度
 修
羅
の
 
衝
な
 
り
し
 
此
の
 
わ
た
り
に
 
も
.
 
秋
の
 
村
の
 
靜
け
 
さ
は
 
見
ら
 
る
-
な
り
。
 
草
^
ら
れ
 
た
る
 
牧
場
に
 
は
、
 
牛
 羊
 曰
の
 

光
 を 浴
び
て
 立
て
り
、
 取
り
め
 ぐ
ら
し
た
 る 柵
に
 は、 數

 人
の
 勞
働
者
 相 倚
れ
り
。
 ご
し
き
 色に
 塗
り
た
 て
ら
れ
た
 る 逆
旅
の
 看
板
 

に
も
、
 
雜
貨
寶
 
る
 小
店
の
 
玻
璃
 
窓
に
 
も
、
 
晝
の
光
 
は
 輝
き
渡
れ
り
。
 
樹
の
下
 
蔭
に
、
 
小
 兒
の
頰
 
の
 如
き
 
林
檎
、
 
う
づ
た
 
か
く
^
 
ま
れ
 

た
る
 
は
、
 
や
が
て
 
林
檢
 
酒
に
 
體
 
さ
る
 

\ 
な
る
 
可
し
。
 

電
車
 
は
稻
 
妻
の
 
如
く
、
 
此
の
 
平
和
の
 
村
 を
 閃
き
 
過
ぐ
。
 
我
 は
 今
迄
 
登
り
 
降
り
せ
 
し
乘
 
客
に
 
眸
は
 
凝
ら
さ
^
り
 
し
が
、
 
思
 
ひ
 出
で
 

\ 

窒
內
を
 
見
廻
せ
ば
、
 
車
 を
 代
へ
 
し
か
、
 
疑
 ふ
 計
り
 
異
な
れ
る
 
人
の
 
乘
れ
る
 
を
 
見
出
で
 
ぬ
。
 
わ
が
 
前
に
 
は
 
三
人
の
 
婦
人
 
あ
り
。
 
始
め
よ
 

り
同
乘
 
せ
る
 
も
 
Q
 に
て
、
 
案
内
 
記
 取
り
 
摘
げ
 
た
る
に
、
 
遊
觀
の
 
客
た
 
る
 を
 
知
る
べ
し
。
 
左
に
 
は
 老
い
た
 
る
 人
 坐
せ
 
り
。
 
鍔
廣
 
き
懵
子
 

の
 灰
色
な
る
 
を
 
目
 深
 か
に
 
被
り
て
、
 
雙
手
 
は
黑
く
 
光
り
た
 
る
 杖
の
 
上
に
 
重
ね
ら
れ
た
り
。
 
皺
 多
き
 
衣
に
 
も
 
靴
に
 
も
、
 
此
の
 
邊
 り
に
 
住
 

む
 農
 人
な
る
 
が
 明
ら
 
さ
ま
な
 
り
。
 
隣
り
 
に
 は
 若
き
 
婦
人
 
あ
り
。
 
頼
 赤
く
 
し
て
 
肉
髻
：
 か
に
、
 
十
指
 
は
 最
も
 
太
し
。
 
眼
 は
 羊
の
 
そ
れ
の
 
如
 

く
、
 
柔
和
と
 
空
虚
と
 
を
 
示
せ
り
。
 
黑
の
 
上
衣
 
鮮
綠
の
 
裳
、
 
色
の
 
配
合
の
 
こ
ち
た
 
き
に
、
 
此
の
 
人
 
や
が
て
 
樵
 夫
の
 
妻
 た
る
べ
し
 
な
ど
 
思
 

ひ
ぬ
。
 
最
も
 
眼
を
牽
 
き
た
る
 
は
、
 
左
斜
に
 
坐
せ
 
る
 人
な
 
り
、
 
誠
の
 
齡
は
尙
 
ほ
 叫
 十
 計
り
な
る
 
ベ
 け
れ
ど
も
、
 
白
髮
 
斑
々
 
た
れ
ば
 
老
い
 

て
 兌
 ゆ
べ
 
し
。
 
す
ら
く
 
と
疫
 
せ
て
 
丈
 高
き
 
樣
は
 
螳
螂
，
.
 ビ
思
ひ
 
起
さ
し
 
む
。
 
髮
 延
ば
し
た
 
る
 
下
顎
 
を
、
 
打
ち
 
ふ
る
は
せ
つ
、
 
眼
 鋭
く
 

あ
た
り
 
を
 見
廻
し
て
、
 
何
と
 
は
な
き
 
嗞
慢
 
の
 態
度
に
 
腕
 組
し
た
り
。
 

ソ 
の
亞
流
 
か
、
 

ホ
 
ー 

ソ 
ー 
ン
の
 
輩
^
、
 
我
 は
 
コ
ン
コ
 

ー 
ド
 

に
か
く
の
 
如
き
 
人
 あ
り
て
 
住
め
る
 
を
 怪
し
ま
す
。
 

わ
が
 
後
方
に
 
は
 
二
人
の
 
老
い
た
 
る
 農
婦
 
あ
り
。
 
黑
に
裝
 
ひ
て
 
黑
の
 
小
さ
き
 
帽
子
 
戴
 

き
、
 
；
人
は
 
林
檎
 
盛
り
し
 
籃
、
 

一
人
 
は
 雪
白
の
 
衣
 着
せ
た
 
る
 少
女
 
を
 膝
に
 
据
ゑ
 
た
る
 
樣
、
 
宛
ら
 
黑
ビ
 

a 
ウ
ド
の
 
上
に
 
ル
ビ
 

ー 
と
 ダ
イ
 

ャ
 
モ
 
ン
ド
と
 
を
 置
き
た
 
る
 如
し
。
 

コ 
ン 

コ 
ー 
ド
に
 
入
り
て
 
電
車
の
 
停
れ
 
る
 處
に
廣
 
場
 あ
り
。
 
こ
れ
よ
り
 
三
 道
 

出
す
。
 
煉
瓦
に
 
梟
 ま
れ
し
 
が
、
 
昔
 忍
ば
し
 
く
 
踏
み
 
滅
 

ら
 
さ
れ
て
、
 
家
並
み
 
は
 
三
，
 
な
る
 
は
 稀
な
る
 
に
、
 窗
く
 
低
き
 
も
 交
り
 
た
れ
ば
、
 
宛
ら
 
老
い
し
 
人
の
 
齒
 並
み
の
 
如
し
。
 

、王 街
の
 
一
端
に
 
玄
 



ち
て
 
彼
方
 
を
 見
や
る
 
に
、
 
家
の
 
赤
き
 
靑
き
、
 
看
板
の
 

角
な
 
る
^
ら
 
か
な
る
、
 
參
差
 
と
し
て
 
相
 交
れ
る
 
が
、
 
や
が
て
 
は
 秋
の
 
杯
に
 
醉
 

ひ
 飽
き
た
 
る
 街
樹
の
 
黄
と
 
紅
と
 
に
 混
じ
 
去
る
な
 
り
 
…
…
 

人
に
 
遠
ざ
か
る
 
の
 時
 を
 作
る
 
を
 忘
る
 

\ 
事
 勿
れ
。
 
種
子
 
播
く
者
 
は
 風
な
 
き
 
日
 
を
 搾
び
 
て
 畑
に
 
出
づ
 
る
に
 
非
す
 
や
。
 
秤
厂
^
 
に
^
 
は
 

れ
す
.
 
播
く
 
者
の
 
定
め
た
 
る
處
に
 
落
ち
な
 
ば
 …
…
 
風
雨
 
額
 嵐
 何
事
 
を
 
か
な
し
^
ん
 
や
。
 
ま
た
く
 
共
の
 
發
芬
 
を
-
似
す
 
の
媒
 
た
ら
ん
 
の
 

み
。
 

人
な
 
き
 寂
寞
の
 
境
 を
 求
む
 
る
 を
 忘
る
、
 
勿
れ
。
 
種
子
 
播
く
者
 
は
 風
 あ
る
 
日
を
擇
 
び
て
、
 
畑
に
 
出
づ
 
る
の
^
 
を
 は
さ
ん
 
や
。
 

一
二
 

雪
降
り
 
精
み
 
た
る
 
橋
の
 
袖
に
、
 
形
ば
 
か
り
な
る
 
屋
臺
店
 
あ
り
。
 
煮
た
 
る
 
は
 何
な
 
ら
ん
、
 
異
臭
 
地
 を
 
這
 
ひ
て
、
.
^
^
 
に
倣
リ
 
も
や
ら
 
す
。
 

黄
な
る
 
齒
の
眇
 
な
る
 
媼
、
 
紺
色
 
あ
せ
た
 
る
 暖
簾
の
 
蔭
に
 
坐
し
て
 
こ
れ
 
を
赍
れ
 
り
。
 

暖
簾
の
 
中
に
 
包
み
た
 
る
 頭
 を
 
さ
し
 
入
れ
た
 
る
 者
 あ
り
。
 
酒
氣
 
を
帶
 
び
た
 
る
 若
き
 
勞
働
 
者
な
 
り
。
 

氣
頻
 
り
な
る
 
鍋
の
 
中
よ
り
、
 

一
 

串
拔
 
き
て
 
俘
 を
燒
 
か
じ
と
 
白
き
 
齒
 あ
ら
 
は
に
 
貪
り
 
喰
 
ひ
し
が
、
 
や
が
て
 
銅
貨
 

一
 つ
な
げ
て
 
彼
 は
 去
れ
り
 

夜
 は
 落
ち
て
 
空
 は
 雪
と
 
な
り
ぬ
。
 
人
の
 
往
来
 
は
 絡
え
^
 
て
た
り
。
 

媼
の
 

お
ぼ
つ
か
な
げ
 

な
る
 

眸
は
、
 

と
ろ
 

と
 

風
に
 

搖
ぐ
 

灯
の
 

下
に
、
 

鍋
よ
り
 

立
ち
上
る
 

湯
氣
を
 

兌
据
ゑ
 

た
れ
 

ど
も
、
 

何
 

を
 

=：
 

八
お
 

ゑ
た
り
 

と
も
，
 

自
ら
 

は
 

知
ら
ぬ
な
 

る
 

可
し
。
 

古
き
 

鍋
の
 

傍
に
 

は
 

先
き
 

に
 

抛
 

げ
ら
れ
 

た
る
 

銅
貨
 

一 
つ
 

横
 

は
れ
り
。
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C
 

ー
ミ
 

窓
よ
り
 

望
め
ば
 

イ
ン
 

ハ
 

ル
テ
ル
 

停
車
場
の
 

黄
な
る
 

煉
瓦
、
 

冬
の
 

雨
に
 

濡
れ
て
、
 

道
行
く
 

人
、
 

馬
車
、
 

電
車
の
 

聲
唯
囂
 

ビ
。
 

自
然
 

如
何
 

に
 

狂
 

ふ
と
 

も
、
 

其
の
 

聲
に
は
 

常
に
 

破
る
 

可
ら
ざ
る
 

諧
調
 

あ
る
 

も
の
 

を
。
 

人
 

自
然
の
 

一
分
 

子
と
 

生
れ
て
、
 

何
故
に
 

爾
く
 

諧
調
 

を
 

破
る
 

に
 

巧
み
な
る
 
や
。
 

一
四
 

例
の
 

家
に
 

て
 

中
 

食
す
。
 

M
 

氏
 

も
 

あ
り
。
 

見
る
 

に
 

悲
し
き
 

面
ば
 

せ
か
な
、
 

生
氣
 

全
く
 

あ
る
 

事
な
 

し
。
 

か
く
て
も
 

世
に
 

生
く
 

る
，
 

世
に
 

生
き
ん
 

と
す
る
。
 

あ
ら
す
，
 

世
に
 

生
き
ざ
る
 

可
ら
 

す
と
 

信
ぜ
ん
 

と
す
る
、
 

其
の
 

不
可
思
議
な
る
 

力
の
 

源
 

は
：
^
 

處
 

に
あ
る
な
 

り 
や
。
 

此
 

の
 

同
じ
き
 

力
，
 

亦
 

我
 

を
も
拉
 

し
て
 

世
に
 

活
か
し
む
。
 

我
等
が
 

此
の
世
に
 

活
 

く
る
 

を
兑
 

る
に
、
 

其
の
 

生
く
 

る
 

所
以
 

を
 

明
日
 

は
 

解
し
 

得
 

可
 

し
と
の
 

希
望
に
 

あ
ら
す
、
 

希
^
 

を
 

得
ん
だ
 

に
 

希
 

は
す
。
 

愚
か
な
る
 

者
よ
、
 

我
 

か
く
 

記
し
て
、
 

而
 

し
て
 

明
朝
 

再
び
 

床
上
に
 

眼
 

を
 

開
く
な
る
 

可
し
。
 

一 五 

今
朝
 

隣
室
に
 

住
め
る
 

新
聞
記
者
 

な
り
と
 

云
 

ふ
 

人
，
 

家
人
と
 

意
 

合
 

は
や
と
 

か
に
て
、
 

他
に
 

移
り
ぬ
。
 

打
ち
 

聞
く
 

に
、
 

言
 

ひ
 

罵
り
つ
、
 

荷
 

を
 

造
る
 

昔
、
 

何
と
 

は
な
く
 

人
の
 

心
 

を
 

牽
く
。
 

窓
の
 

外
に
 

は
 

雨
し
 

と
 

/
(
\
 

と
 

降
り
 

居
た
り
。
 

ラ
ス
キ
ン
 

を
 

読
み
な
が
ら
，
 

彼
の
 

人
の
 

移
リ
 

行
け
る
 

家
に
、
 

濕
 

り
た
る
 

荷
の
 

着
く
 

様
 

杯
 

想
像
し
て
、
 

幼
き
 

折
 

石
板
に
 

徒
ら
 

書
き
せ
 

し
 

時
の
 

如
く
 

..
..

. 
(
搽
 

馬
に
 

て)
 



フ 
オ
リ
 

I 
 

ノ
に
 

汽
車
 

を
 

代
へ
 

て
、
 

ア
ツ
 

シ
シ
に
 

達
せ
し
 

は
、
 

秋
の
 

日
の
 

ゃ
&
倾
 

け
る
 

顷
 

な
り
き
。
 

旅
^
の
 

乘
へ
 

：
ぉ
^
 

こ.
 

H 
我
 

ゆ
 

二
 

よぎ 

人
な
 

り
。
 

馬
車
 

は
 

葡
萄
畑
 

を
 

過
り
、
 

橄
欖
園
 

を
經
、
 

左
に
 

サ
ン
.
 

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
 

K
 

刹
、
 

械
の
 

如
く
.
 

E
S
=
 

ぞ
^
せ
る
 

を
 

眺
め
つ
、
、
 

ホ
テ
 

ル. レ
オ
 

ー 
ネ
に
 
入
り
ぬ
、
 

- 

直
ち
に
 

導
 

者
に
 

伴
 

は
れ
て
，
 

サ
ン
 

タ*
 

ク
ラ
ラ
の
 

尼
院
に
 

至
る
。
 

死
せ
 

る
が
 

如
く
 

靜
 

ま
り
し
 

俾
 

は
、
 

SS
S:
 

な
る
 

純
 

石
に
 

冷
え
て
、
 

.内
 

の
 

空
に
 

は
 

澄
み
た
 

る
 

月
の
 

光
 

あ
り
、
 

寺
 

は
 

荒
削
り
の
 

大
现
石
 

も
て
 

建
て
た
 

る
 

初
代
 

ゴ
シ
ッ
ク
な
 

り
。
 

n
 

を
排
 

し
て
 

内
に
 

人
し
.
.
 

H
、
 
 

,i
 

壁
に
 

映
す
 

る
 

夕
陽
の
 

色
の
 

美
し
 

さ
 

云
 

ふ
べ
 

か
ら
す
。
 

左
方
な
る
 

一 
龕
に
 

ク
ラ
ラ
が
 

敎
 

友
の
^
 

K=
! 

あ
る
 

を
 

兌
す
 

る
と
-
.
 

ム
 

ふ
に
、
 

^
き
、
、
.
 

T 

も
て
 

待
て
る
^
、
 

白
 

障
の
 

彼
方
 

忽
ち
 

火
影
に
 

か
ビ
 

や
き
て
、
 

人
の
 

影
靜
 

か
に
 

二
度
！
 

二
度
 

動
き
た
 

る
 

後
、
 

门
 

ほ
 

は
^
か
れ
ぬ
。
 

れ
ば
、
 

喑
き
 

一
室
の
 

中
、
 

白
 

蠟
の
 

火
、
 

滋
々
 

と
し
て
 

燃
え
 

か
す
れ
た
 

る
 

下
、
 

mi
 

衣
し
て
 

*：
： 

乖
れ
 

た
る
 

足
、
 

金
 

欄
に
.
^
 

ま
れ
て
 

色
 

ざ
れ
 

た
る
 

髑
髏
、
 

地
 

は
 

ア
ツ
 

シ
シ
、
 

節
 

は
 

秋
、
 

時
 

は
 

夕
暮
、
 

わ
れ
 

も
 

亦
 

あ
な
が
ち
に
 

拾
て
^
 

つ
べ
き
 

心
の
 

み
に
 

て
 

は
 

あ
ら
 

ざ
り
 

け
り
と
、
 

つ
ら
/
 
\
 
思
 
ひ
ぬ
。
 

一
七
 

戶
を
敲
 

か
れ
て
 

眼
を
覺
 

ま
し
、
 

燭
に
灯
 

す
れ
ば
 

五
 

時
半
、
 

曉
の
鐘
 

ゥ
ム
ブ
 

リ
ャ
の
 

平
野
 

を
 

籠
め
盡
 

し
た
る
 

お
の
 

巾
に
、
 

^
卷
 

き
^
 

り
ぬ
。
 

面
白
き
 

は
か
し
 

ま
だ
ち
 

す
る
 

旅
の
 

心
な
り
。
 

夜
な
ら
 

ぬ
に
 

灯
し
て
、
 

面
 

洗
 

は
ん
に
 

瓶
の
 

水
 

は
 

冷
え
た
り
。
 

を
 

食
 

欠
 

こ 

ス
れ
 

ば
、
 

昨
日
 

相
 

知
と
 

な
り
し
 

英
人
 

あ
り
。
 

「
新
し
き
 

は
 

胃
に
 

よ
か
ら
 

す
 

こ
れ
 

を
」
 

と
て
、
 

一 
昨
日
 

燒
き
 

し
と
お
 

ゆ
る
 

パ
 

ン
ゃ
ぱ
 

け
ら
 

れ
て
、
 

香
 

あ
る
 

蜜
に
 

朝
餉
 

を
 

終
る
 
 

(
ァ
 

プ
シ
シ
 

に
て
)
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

八
 

二
 

I
 八
 

フ 
口 
レ
ン
 
ス
は
物
 
乞
の
 
多
き
 
市
な
 
り
。
 

世
に
 

捨
て
ら
れ
て
 

世
 

を
 

捨
て
す
、
 

人
の
 

憐
み
を
 

受
け
て
 

人
 

を
 

呪
 

ふ
。
 

親
 

あ
り
し
 

な
ら
ん
 

も
旣
に
 

路
傍
の
 

人
、
 

子
 

も
な
 

し
た
ら
ん
 

を
 

今
 

は
 

相
 

知
る
 

こ
と
な
し
。
 

夜
々
 

に
 

物
 

思
 

ふ
 

事
 

多
く
し
て
、
 

晝
は
 

働
く
べ
き
 

腕
 

を
 

空
し
く
 

垂
れ
た
り
。
 

我
が
 

欲
す
る
 

所
 

は
 

他
が
 

欲
す
る
 

所
な
ら
 

す
、
 

他
が
 

愛
す
る
 

所
 

は
 

偶
 

S-
 

わ
が
 

厭
 

ふ
 

所
、
 

友
 

は
 

仇
敵
に
 

し
て
 

仇
敵
 

は
 

友
、
 

歷
史
 

な
き
 

過
去
 

を
 

作
り
て
、
 

希
望
 

定
か
な
ら
 

ぬ
 

未
 

來
を
遂
 

ふ
。
 

要
な
 

き
 

暖
か
き
 

心
 

を
 

彼
も
稟
 

け
た
れ
ば
、
 

た
ま
さ
か
に
 

は
 

想
の
 

花
 

も
唤
き
 

出
で
 

け
ん
と
、
 

摘
む
 

人
 

も
 

見
る
目
 

も
な
 

く
 

て
、
 

枯
れ
 

凋
み
ぬ
。
 

訴
へ
を
 

聞
ん
 

か
と
 

云
 

ふ
 

耳
な
け
れ
ば
 

其
の
 

ロ
は
默
 

す
。
 

其
の
 

眼
に
 

は
 

日
の
 

光
 

も
 

月
の
 

色
 

も
 

唯
一
 

つ
な
り
。
 

憫
笑
 

を
 

買
 

ふ
べ
き
 

む
さ
き
 

衣
 

を
 

着
け
て
、
 

平
然
と
し
て
 

知
ら
ざ
る
 

如
き
 

其
の
 

心
 

悲
し
か
ら
 

す
 

や
。
 

物
 

乞
に
 

似
た
 

る
 

人
の
 

世
 

を
 

見
す
 

や
。
 

一
九
 

此
の
 

夜
 

家
よ
り
 

『
太
陽
』
 

を
 

送
り
 

来
る
。
 

I
I
 

氏
の
 

文
 

あ
り
。
 

余
 

は
こ
れ
 

を
讀
 

み
て
 

淚
を
 

零
せ
り
。
 

I
 

に
あ
り
 

し
 

時
の
 

彼
の
 

面
影
 

は
 

余
の
 

眼
に
 

は
 

漸
く
 

薄
ら
ぎ
 

行
く
 

を
覺
 

ゆ
。
 

余
 

は
猶
ほ
 

彼
の
 

主
張
 

を
 

疑
 

ふ
 

事
 

を
せ
 

じ
。
 

そ
 

は
 

一
人
の
 

信
じ
た
 

る
 

者
 

を
 

失
 

ふ
 

は
 

* 
余
に
 

取
り
て
 

は
 

無
上
の
 

苦
痛
 

な
れ
ば
 

な
り
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

余
の
 

胸
は
靜
 

か
な
る
 

事
 

能
 

は
す
、
 

寒
氣
を
 

冒
し
て
 

外
出
し
、
 

何
處
 

と
も
な
く
 

さ
ま
よ
 

ひ
 

歩
き
ぬ
。
 

人
 

は
 

遂
に
 

其
の
 

窮
極
に
 

於
て
 

孤
立
せ
 

ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

而
 

し
て
 

余
 

は
 

そ
れ
 

を
爲
 

す
の
 

勇
氣
 

な
し
、
 

恥
ぢ
 

ざ
る
 

可
 

け
ん
や
。
 

二
。
 

ふさ 

人
 

は
 

何
者
に
 

も
 

敵
す
 

る
 

能
 

は
す
。
 

人
 

は
 

人
の
 

前
に
す
 

ら
扠
隸
 

な
り
、
 

唯
惡
に
 

於
て
 

彼
 

は
 

最
も
 

適
 

は
し
き
 

敵
 

を
 

見
出
し
、
 

こ
れ
と
 

徤
 



鬪
 す
る
 
に
よ
り
て
 

彼
 は
 世
の
 
何
物
よ
り
も
 
强
 
し
。
 

二
 

一
 

處
を
 

異
に
し
 

時
 

を
 

隔
て
 

X 
藝
 

術
が
 

人
文
の
 

高
潮
に
 

達
し
た
 

る
 

も
の
 

三
、
 

一
 

を
 

希
獵
藝
 

術
と
 

し
、
 

二
 

を
 

ゴ
シ
ッ
ク
^
 

術
と
 

し
、
 

三
 

を
 

復
興
 

朗
の
藝
 

術
と
 

す
。
 

凡
そ
 

藝
 

術
と
 

目
稱
 

す
べ
き
 

も
の
が
 

發
 

達
の
 

高
潮
 

を
な
 

す
 

時
代
 

を
兑
 

る
に
、
 

必
す
智
 

的
 

方
面
が
 

給
 

介
 

的
 

何
，
 

：！
： 

を
 

示
せ
る
 

と
き
に
 

あ
る
 

も
の
 

\ 
如
し
。
 

ペ
リ
ク
レ
 

ー 
ス
が
 

外
敵
 

を
 

制
し
、
 

所
在
の
 

都
市
 

を
 

服
し
、
 

人
心
の
 

倾
 

{!
: 

一
途
に
お
 

し
て
、
 

^
所
 

を
 

確
立
す
 

る
の
 

必
要
 

を
 

感
じ
、
 

辨
證
の
 

哲
學
が
 

人
事
に
 

直
觸
 

せ
る
 

宗
敎
的
 

本
能
に
 

陶
冶
せ
ら
れ
 

た
る
 

時
、
 

フ 
イ
デ
 

ヤ
ス
、
 

ソ 
フ
ォ
ク
 

レ 
ー 

ス
、
 

ア
リ
ス
 

ト
フ
 

ァ 
ネ
ス
 

等
の
 

天
才
 

は
 

儕
 

出
せ
り
。
 

驚
異
す
べ
き
 

事
體
の
 

一
 

致
 

は
 

亦
、
 

ゴ
シ
ッ
ク
^
 

術
の
 

上
に
：
：
 

ル
る
卞
 

を
^
^
 

し
。
 

久
し
く
 

東
漸
せ
 

る
 

移
民
の
 

動
 

搖
に
惱
 

ま
さ
れ
、
 

無
法
の
 

權
威
を
 

む
さ
ぼ
り
し
 

法
王
 

廳
の
壓
 

制
の
 

下
に
 

あ
り
し
 

北
方
の
 

人
^
が
、
 

自
由
 

市
の
 

ギ
ル
 

ト 
と
の
 

組
成
に
 

よ
り
て
、
 

獨
立
 

自
治
の
 

覺
 

醒
を
爲
 

し
、
 

常
に
 

外
来
の
 

刺
戟
に
 

應
す
 

る
に
 

ぎ
れ
^
な
 

り
し
 

人
心
が
、
 

內
 

向
の
 

餘
裕
を
 

得
て
、
 

一
個
の
 

圑
體
 

(
ー
國
 

に
せ
よ
 

一
市
に
 

せ
よ
)
 

が
 

注
意
す
 

る
 

所
、
 

其
の
 

團
體
 

内
部
 

全
體
の
 

事
に
 

涉
る
 

も
の
 

あ
る
に
 

至
 

5 
つ ぜん
 

つ
て
、
 

蔚
 

然
と
し
て
 

ゴ
シ
ッ
ク
 

藝
 

術
の
 

名
花
 

は
 

ほ
こ
ろ
び
 

初
め
た
り
。
 

復
興
 

期
に
 

於
け
 

る
 

美
意
識
の
 

發
 

M
 

も
 

亦
然
ら
 

ざ
る
 

は
な
し
。
 

若
し
 

綜
合
 

的
 

傾
向
 

を
 

喜
び
た
 

る
希
臘
 

盛
代
の
 

文
化
が
、
 

フ 
ロ
レ
 

ン
ス
に
 

住
み
た
 

る
 

巨
頭
 

を
覺
醒
 

す
る
^
な
 

か
り
せ
ば
、
 

か
く
"
.
 

な
 

る
 

人
心
の
 

覺
醒
は
 

我
等
が
 

歷
史
を
 

飾
ら
 

ざ
り
 

し
な
ら
 

む
。
 

此
の
 

光
榮
 

あ
る
 

三
 

大
時
柳
 

を
 

軒
輊
し
て
 

何
れ
 

を
 

優
秀
と
 

な
す
べ
き
 

か
は
讁
 

者
 

も
 

亦
 

惑
 

ふ
 

所
な
る
 

ベ
 

け
れ
ど
も
.
 

一
 

事
の
 

誰
が
 

眼
に
 

も
 

否
む
べ
か
ら
ざ
る
 

は
、
 

此
の
 

三
大
 

時
期
が
 

發
 

抓
し
た
 

る
^
:
^
 

の
^
^
な
り
 

j 

希
臘
と
 

ゴ
シ
ッ
ク
と
 

は
 

創
造
的
な
 

り
，
 

復
興
 

期
 

は
 

大
成
 

的
な
 

り
。
 

さ
れ
ば
 

前
 

二
者
に
 

て
 

時
に
^
 

調
 

未
完
の
 

悲
し
み
 

あ
り
て
、
 

筏
.
^
 

に
 

は
 

誇
大
 

不
整
の
 

嫌
 

ひ
 

あ
り
。
 

我
 

は
わ
が
 

前
に
 

聳
え
 

立
ち
た
 

る
ド
 

ー 
乇
 

づ
 

o
m
o
 

を
 

仰
ぎ
、
 

こ
れ
 

は
 

役
 

M
 

ハ
^
の
^
 

築
に
 

比
し
て
、
 

お
 

ち
に
 

其
の
 

明
晰
な
る
 

例
 

證
に
逢
 

ひ
た
る
 

を
 

思
 

は
ざ
る
 

能
 

は
す
。
 

故
に
 

頭
裡
に
 

ゴ
シ
ッ
ク
 

寺
院
 

を
 

思
 

ひ
 

浮
べ
 

兄
よ
。
 

尖：
： 

S
 

の：
：：
；：
：：
： 

ュ
々
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

八
 

四
 

と
し
て
 

空
 

を
 

仰
ぎ
、
 

雜
然
、
 

紛
然
、
 

糾
然
、
 

一
種
 

厭
惡
の
 

念
を
禁
 

す
る
 

能
 

は
 

ざ
ら
 

し
む
。
 

眼
前
 

こ
れ
に
 

接
す
る
 

者
 

も
 

亦
 

此
の
 

感
を
 

免
"
 

る
 

\ 
能
 

は
ざ
る
 

可
し
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

一
度
 

其
の
 

堂
に
入
り
 

屋
に
 

上
り
、
 

細
部
 

を
觀
視
 

し
て
、
 

顧
み
て
 

か
の
 

復
興
 

期
が
 

產
 

み
た
る
 

建
築
 

を
 

思
へ
ば
 

其
の
 

雜
殆
ん
 

ど
 

堪
へ
難
 

か
ら
ん
 

と
す
。
 

我
等
 

は
 

再
び
 

裸
に
 

し
て
 

花
 

を
 

冠
り
 

た
る
 

ア
ル
 

力
 

デ
ャ
の
 

昔
に
 

住
ま
す
。
 

心
 

漸
く
 

複
糾
 

し
て
 

自
ら
 

華
 

匿
と
 

彩
 

潤
に
 

親
し
む
。
 

ゴ
 

シ
ッ
ク
 

も
 

復
興
 

期
 

も
、
 

等
し
く
 

此
の
 

思
潮
の
 

耍
 

求
に
 

應
 

じ
た
る
 

も
の
な
が
ら
、
 

一
 

は
 

自
ら
 

創
り
 

,
 
 

じょ 

他
は
假
 

り
た
る
 

の
 

跡
 

遂
に
 

否
む
 

可
ら
 

す
。
 

暫
く
 

ゴ
シ
ッ
ク
が
 

走
り
し
 

極
端
な
る
 

傾
向
 

を
恕
 

し
て
、
 

大
體
の
 

趨
勢
 

を
學
 

ベ
。
 

何
ぞ
 

其
の
 

自
創
 

的
に
 

し
て
 

發
展
 

0
 

餘
地
裕
 

か
に
し
て
、
 

而
 

し
て
 

美
的
 

直
覺
の
 

花
の
 

如
き
 

や
。
 

不
幸
に
 

し
て
 

ゴ
 

シ
ッ
ク
 

藝
 

術
を
產
 

み
た
る
 

精
神
 

は
、
 

其
の
 

餘
 

り
に
 

高
 

か
り
し
 

が
 

故
に
、
 

花
と
 

な
ら
す
 

し
て
 

早
く
 

萎
み
 

落
ち
ぬ
。
 

急
 

湍
の
勢
 

も
て
 

走
る
 

時
代
 

は
、
 

其
の
 

萎
 

花
の
 

上
に
 

囘
 

古
の
 

文
化
 

を
 

樹
立
し
、
 

倒
 

SK
 

の
 

力
 

も
て
 

馳
 

せ
て
 

現
代
の
 

文
化
 

を
 

生
み
な
 

せ
り
。
 

知
ら
す
 

僅
か
に
 

蕾
み
 

て
 

空
し
く
 

摧
 

か
れ
し
 

ゴ
シ
ッ
ク
の
，
 

X
 

化
 

は
、
 

其
の
 

種
子
 

を
 

後
代
に
 

見
出
だ
さ
す
 

し
て
 

已
 

む
べ
き
 

か
。
 

或
は
 

繼
承
 

せ
る
 

文
明
 

組
織
に
 

漸
く
 

倦
ま
ん
 

と
す
る
 

現
代
の
 

人
心
 

は
、
 

涸
潮
を
 

溯
っ
て
 

ゴ
 

シ
ッ
ク
 

文
化
に
 

新
な
る
 

活
泉
を
 

求
め
 

出
づ
 

べ
き
 

か
。
 

來
 

る
べ
き
 

藝
術
 

(
敢
 

へ
て
 

藝
術
 

の
み
と
 

云
 

は
ん
や
)
 

の
 

發
展
に
 

關
し
 

て
 

、 
不
斷
 

の
 

興
趣
 

も
て
 

觀
 

察
す
 

べ
き
 

は
 

此
の
 

點
 

に
あ
り
 

と
わ
れ
 

は
 

思
 

ふ
。
 

人
 

は
 

漸
く
 

部
分
に
 

厭
き
 

始
め
た
り
。
 

科
舉
は
 

漸
く
 

各
 

分
科
の
 

綜
合
す
 

る
 

所
が
、
 

歷
史
 

の
事
實
 

と
な
す
 

角
度
に
 

就
き
て
 

學
び
 

始
め
た
 

り
。
 

社
 

會
科
舉
 

は
 

形
而
上
 

學
 

と
交
涉
 

せ
る
 

諸
點
に
 

注
視
し
 

始
め
た
り
。
 

人
心
の
 

傾
向
 

は
喑
々
 

裡
に
、
 

過
去
が
 

知
ら
 

ざ
り
 

し
 

世
界
的
 

思
 

想
の
 

表
現
 

を
 

求
め
つ
 

&
ぁ
 

り
。
 

淸
 

新
な
る
 

藝
 

術
が
 

生
る
べ
き
 

舞
 

臺
に
は
 

北：
：：
 

景
 

帷
幕
の
 

備
へ
渐
 

く 
成
ら
ん
 

と
す
る
 

に
あ
ら
 

す
 

や
。
 

開
場
 

の
 

夕
、
 

袖
 

を
 

連
ね
て
 

伎
 

を
 

遊
ば
す
 

の
 

優
 

人
 

は
、
 

復
興
 

期
の
 

人
の
 

心
 

も
て
 

舞
 

は
ん
と
す
 

る
 

や
、
 

將
た
 

ゴ
シ
ッ
ク
の
 

世
の
 

意
 

も
て
 

歌
 

は
ん
 

と
す
る
 

や
。
 

(
ミ
ラ
ン
 

客
舍
 

に
て
)
 ニニ 



イ
ン
 
ガ
！
 'ソ 

ー 
ル
 を
讀
 
む
。
 
會
心
 
の
 句
、
 

「
他
 

を
 

奴
隸
視
 

す
る
 

も
の
 

は
 

自
由
な
る
 

事
 

能
 

は
す
。
 

權
利
を
 

無
視
す
 

る
 

も
の
 

は
、
 

己
れ
 

を
 

侵
^
:
 

す
る
 

者
な
 

り
」
 

さ
ん
よ
く
 
 

き
っ
か
う
 
 

アト
. 

I 
「
意
志
の
 

恐
怖
 

を
 

退
く
 

る
 

時
、
 

心
 

臟
の
頭
 

腦
を
黉
 

翼
す
 

る
 

時
、
 

義
務
の
 

運
命
に
 

拮
抗
す
 

る
 

時
，
 

名
 

死
の
 

脅
迫
 

を
叱
咜
 

す
る
 

寺
 

• 

—
—
 

其
の
 

時
に
 

ヒ 
n 

イ
ズ
ム
 

は
あ
り
」
 ニ
ミ
 

若
し
 

憐
み
 

得
る
 

廣
き
心
 

あ
る
 

も
の
 

あ
ら
ば
、
 

喑
 

に
あ
る
 

反
逆
の
 

人
を
憐
 

め
よ
。
 

二
 

四
 

午
前
 

は
 

岩
 

鼻
に
 

て
 

瞑
想
す
。
 

余
 

は
 

生
れ
て
 

よ
り
 

今
に
 

至
る
 

ま
で
 

嘗
て
 

中
心
の
 

要
求
の
 

爲
 

め
に
 

動
き
た
 

る
^
;
 

な
か
り
 

き
。
 

余
 

は
 

世
 

W
g
3
 

の
爲
 

め
に
 

動
き
た
り
、
 

卽
ち
 

人
よ
り
 

よ
く
 

思
 

は
れ
ん
 

が
爲
 

め
に
 

動
き
た
り
。
 
 

<
 

水
 

は
か
く
し
て
、
 

或
點
に
 

於
て
、
 

人
に
 

眷
 

め
ら
 

れ
 

た
り
。
 

さ
れ
 

ど
も
 

彼
等
 

は
 

余
を
譽
 

む
る
 

事
に
 

於
て
、
 

氽
は
輕
 

蔑
せ
 

り
、
 

此
の
 

如
き
 

尊
重
 

を
 

贏
ち
 

得
た
 

る
 

人
 

は
^
は
る
べ
き
 

に
あ
ら
 

す
 

や
な
 

ど
。
 

甲
蟲
の
 

飛
ぶ
 

を
 

見
よ
、
 

勇
ま
し
き
 

姿
な
ら
 

す
 

や
。
 

其
の
 

勇
ま
し
 

さ
は
、
 

大
鷲
 

の
^
を
 

仲
し
 

た
る
ま
-
、
 

^
闼
を
 

菜
き
 

て
 

穴.
.：
 

を
 

翔
け
 

. 行
 く
に
 
も
暂
 
し
た
り
。
 

風
に
 

よ
り
て
、
 

名
 

も
な
 

き
 

草
葉
が
 

作
り
な
 

す
 

美
し
き
 

曲
線
 

を
 

見
よ
。
 

風
の
 

す
 

さ
び
の
 

强
 

弱
に
 

應
 

じ
て
、
 

北
ハ
 

の
：
^
 

線
の
 

深
く
^
く
 

な
 

名
 

樣
を
 

見
守
れ
ば
、
 

日
 

も
 

亦
 

足
ら
ざ
る
 

を
覺
 

ゆ
べ
 

し
。
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八
 六
 

二
-
 

1
 

ハ
 

ァ
 
ー 
チ
街
 
に
て
^
.
 i
i
 顔
 知
れ
る
 
汚
き
 
乞
食
に
 
遇
 
ひ
ぬ
。
 
遇
 
ひ
し
 
瞬
間
に
 
余
 は
 忽
ち
 
彼
の
 
何
人
な
る
 
か
 を
 知
れ
り
。
 
余
が
 
降
誕
 
祭
の
 

休
暇
 
を
 利
用
し
て
、
 

P
 府
に
滯
 
在
し
、
 
商
業
 
會
議
 
所
の
 
圖
書
 
館
に
 
通
 
ひ
つ
 

X 
讀
書
 
せ
る
 
時
、
 
常
に
 
彼
處
 
に
て
 
遇
へ
 
る
 
一
人
の
 
男
 ぁ
リ
 

き
。
 
髯
 む
さ
く
 
生
じ
て
、
 
衣
は
鈹
 
多
き
 
を
 着
た
り
。
 
余
 は
 讀
書
を
 
妨
げ
ら
れ
ん
 
事
 を
 恐
れ
て
、
 
彼
の
 
頻
り
に
 
語
 を
 交
 
へ
ん
と
 
す
る
 
を
 

避
け
た
り
 
し
が
、
 

一
日
 
彼
 は
 遂
に
 
余
 を
 捕
へ
 
て
 濁
り
た
 
る
聲
に
 
抑
揚
な
 
く
、
 
種
々
 
な
る
 
事
 語
り
た
り
。
 

「
我
 も
 
亦
 君
の
 
如
く
 
挾
 書
の
 
人
 

と
し
て
、
 
敎
 室
の
 
椅
子
 
こ 坐

し
た
 
る
 
こ
と
 
も
 
あ
り
し
 
が
、
 
中
道
に
 
し
て
 
校
 を
 
去
り
、
 
諸
處
に
 
放
浪
し
て
 
今
日
に
 
至
れ
り
。
 
思
 
ふ
に
 
學
 

あやま 

究
の
用
 
は
 實
務
の
 
急
に
 
如
か
す
。
 
新
進
 
君
の
 
國
の
 
如
き
に
 
あ
り
て
 
讀
書
を
 
事
と
 
す
る
 
が
 如
き
 
は
 固
よ
り
 
本
來
を
 
謬
れ
 
り
 

わ
が
 
親
^
 

に
 毛
氈
の
 
製
造
に
 
從
事
 
せ
る
 
も
の
 
あ
 5
、
 
厭
 
ふ
 事
な
 
く
ば
 
我
 請
 
ふ
 君
 を
 率
て
 
其
の
 
規
模
 
を
 
示
さ
ん
」
 

と
。
 
さ
れ
 
ど
も
 
わ
れ
 
こ
え
 
を
 固
 

辭
 し
て
 
館
 を
 出
 づ
れ
ば
 
彼
 も
 亦
從
ひ
 
来
れ
り
。
 
か
く
て
 
誰
彼
 
時
の
 
街
 は
 人
の
 
往
来
 
忙
 は
し
き
 
頃
、
 
彼
 は
 余
 を
 見
返
り
 
勝
ち
に
、
 
余
 は
 

彼
 を
 見
返
り
 
勝
ち
に
 
相
 別
れ
ぬ
。
 
余
の
 
心
 は
 此
の
 
偶
邂
の
 
人
の
 
上
に
 
繋
が
れ
て
、
 

此
の
 
圖
書
 
館
に
 
は
 明
日
よ
り
 
來
ら
 
ざ
れ
ば
 
彼
と
 
相
 

見
る
 
は
こ
れ
 
を
 
以
て
 
最
後
と
 
す
べ
し
 
な
ど
 
思
 
ひ
ぬ
。
 

而
 し
て
 
見
よ
、
 
余
 は
 再
び
 
彼
に
 
遇
へ
 
る
な
 
り
。
 
人
の
 
蓮
 命
の
 
轉
變
何
 
ぞ
爾
く
 
量
り
 
難
き
。
 
僅
か
に
 
八
 箇
月
に
 
し
て
 
彼
 は
 殆
ん
ど
 
別
 

人
の
 
如
き
 
容
貌
と
 
な
り
ぬ
。
 
其
の
 
力
な
き
 
眼
 は
愈
ぷ
 
鈍
り
て
 
梅
雨
 
時
の
 
空
 
Q
 如
く
、
 
 
口
 
は
 半
ば
 
開
か
れ
て
 
唇
 は
 厚
み
 
を
 加
へ
 
ぬ
。
 
蹒
 

i
 と
し
て
 
脚
 許
 も
さ
 
だ
か
な
ら
 
ぬ
 歩
度
に
、
 
勞
働
を
 
厭
 
ひ
し
 
手
 は
 1
"
 ら 棒

の
 
如
く
.
 兩
 脇
に
 
垂
れ
 
下
れ
り
。
 
彼
 は
 其
の
後
 
酒
に
 
親
し
め
 

る
が
 
如
し
。
 
余
の
 
眼
 は
 彼
を
毘
 
分
け
 
つ
れ
 
ど
も
、
 
彼
の
 
眼
 は
 旣
に
余
 
を
 忘
れ
 
果
て
た
り
。
 
余
 は
 
三
度
び
 
振
 返
り
 
見
て
 
觀
 念
の
 
眼
を
閉
 

ぢ
 
た
り
。
 
畏
懼
す
べ
き
 
實
 有
の
 
世
よ
。
 
彼
 は
か
く
の
 
如
く
し
て
、
 

彼
の
 
道
の
 
末
 遠
く
 
走
り
去
る
 
な
る
べ
し
。
 
彼
の
地
に
 
踏
み
 
付
く
 
る
 

歩
み
 
ま
 
愈
よ
 
鈍
り
て
 
愈
よ
 
定
か
な
ら
 
ね
 ど
、
 
眼
に
 
見
え
ぬ
 
彼
の
 
歩
み
 
は
、
 
宛
ら
 
疾
風
の
 
如
く
 
疾
く
 
銃
く
 
し
て
、
 
遂
に
 
犬
な
る
 
顚
 倒
に
 



至
る
 

ま
で
 

は
、
 

休
む
 

時
な
 

く
 

時
限
と
 

方
 

處
と
を
 

横
ぎ
 

り
 

去
る
べ
し
。
 

畏
懼
す
べ
き
 

實
 

有
の
 

世
よ
。
 

此
の
 

夜
 

は
 

寒
き
 

雨
と
 

な
り
た
れ
ば
 

外
出
せ
 

す
し
て
 

案
內
記
 

取
り
出
し
て
、
 

明
日
 

兌
る
べ
き
 

も
の
、
 

調
べ
な
 

ど
す
。
 

や
が
て
 

は
 

そ
れ
 

も
 

厭
き
て
、
 

不
圖
 

窓
よ
り
 

望
め
ば
、
 

道
 

を
 

隔
て
 

\ 
立
て
る
 

一
人
の
 

男
 

あ
り
。
 

七
 

歳
に
 

は
 

足
ら
 

じ
と
 

兌
 

ゆ
る
 

小
兒
 

を
-
お
に
 

负
 

ひ
て
 

歌
 

謠
 

へ
り
。
 

其
の
 

歌
 

何
の
 

意
な
る
 

や
 

を
 

知
る
 

に
 

由
な
 

け
れ
ど
も
、
 

打
ち
 

聞
く
 

に
 

悲
し
き
 

音
 

あ
り
。
 

我
 

は
 

冷
え
た
 

る
 

ガ
ラ
ス
に
^
 

を
 

あ
て
た
 

る
 

儘
 

こ
れ
 

を
 

見
る
〕
 

行
く
 

さ
來
る
 

さ
の
 

人
、
 

こ
れ
 

も
 

憐
れ
と
 

や
 

見
る
 

ら
ん
、
 

錢
を
與
 

へ
て
 

去
る
 

も
の
 

多
し
。
 

共
の
 

錢
を
與
 

ふ
る
 

人
 

1
 

人
 

一
 

人
の
 

心
 

を
、
 

冷
え
た
 

る
ガ
ラ
 

ス
 

に
 

額
 

を
 

あ
て
た
 

る
 

儘
、
 

夢
の
 

如
く
 

思
 

ふ
。
 

(へ
 

I 
グ
 

に
て
〕
 

二
八
 

過
ぎ
し
 

世
の
 

煉
り
 

成
せ
る
 

圓
ら
 

か
な
る
 

珠
、
 

日
照
ら
 

せ
ば
 

喜
び
の
 

色
、
 

月
 

さ
せ
ば
 

憂
 

ひ
の
 

姿
。
 

人
の
、
 

七
て
 

ふ
 

も
の
 

を
、
 

か
く
と
 

思
 

ひ
 

做
し
て
も
 

見
る
な
 

.O
SO
 

二 九 

二
つ
の
 

道
 

あ
り
、
 

凡
て
の
 

人
 

は
 

其
の
 

岐
點
に
 

迷
へ
 

り
。
 

此
の
 

二
つ
の
 

道
の
 

何
な
る
 

か
 

を
 

明
瞭
に
 

云
 

ひ
 

は
た
る
 

も
の
 

は
 

少
し
。
 

さ
れ
 

ど
 

其
の
 

必
在
を
 

感
ぜ
ざ
る
 

も
の
 

は
 

あ
ら
す
。
 

ア
ダ
ム
 

は
 

嘗
て
 

其
の
 

岐
點
に
 

迷
へ
 

り
、
 

わ
れ
 

も
 

亦：
！ 

1：
 

じ
き
 

所
て
 

立
ち
て
^
、
 

り
。
 

わ
れ
の
 

迷
 

へ
 

る
 

を
 

見
て
 

笑
 

ふ
 

も
の
よ
、
 

汝
も
 

わ
れ
と
！
：
 

じ
き
 

所
に
 

立
ち
て
 

迷
へ
 

る
 

を
 

知
ら
ざ
る
 

か
。
 

汝
は
旣
 

に
 

業
に
 

迷
へ
 

る
 

を
 

感
ぜ
り
、
 

而
 

し
て
 

未
だ
 

そ
 

を
 

知
ら
ざ
る
 

な
り
。
 



有
 
鳥
武
郎
 
全
集
 
笫
五
卷
 
 

八
 
八
 

わ
れ
 
は
わ
が
 
迷
へ
 
る
 を
 憐
れ
み
、
 
而
 し
て
 
自
己
 
を
 鞭
撻
す
べ
し
。
 

汝
も
汝
 
自
ら
 
を
 憐
れ
み
、
 
わ
が
 
己
れ
 
を
 鞭
撻
し
 
つ
 
\ 
あ
る
 
を
 指
し
て
 
笑
 ふ
 
の
 愚
 を
 爲
し
給
 
ふ
 
ベ
か
ら
 
す
。
 

ミ
。
 

日
仄
く
 頃
、
 
我
等
が
 客
 単
の
 隣
室
に
 
一
隊
の
 兵
士
 入
り
 来
り
、
 
我
等
の
 室
に
 は
 叫
 人
の
 勞
働
者
 入
り
 來
 り
ぬ
。
 
而
 し
て
 我
等
の
 目
 

前
に
 
ゴ
 
ル
キ
 

ー 
が
 小
說
の
 
實
景
は
 
開
か
れ
た
り
。
 

白
耳
義
 
製
の
 
粗
 造
な
る
 
列
車
 
は
、
 夕
暮
に
 
促
さ
れ
た
 
る
 如
く
 
疾
く
 
走
り
出
で
 
た
れ
ば
、
 
其
の
 
動
搖
と
 
音
響
と
 
は
 人
 を
 病
ま
し
 
む
る
 
に
 

足
れ
り
。
 
頭
上
に
 
は
 揮
 發
性
少
 
き
 油
燈
ー
 

つ
 煙
り
て
、
 
沈
み
た
 
る
空
氣
 
を
 通
じ
て
、
 
丸
寢
 
し
た
る
 
如
き
 
若
干
の
 
旅
心
 
を
 照
ら
す
な
 
り
。
 

か
の
 

一 隊
の
 
兵
士
と
 
勞
働
 
者
の
 

一 群
と
 
は
、
 
か
-
る
 
光
景
の
 
中
に
、
 
突
然
 
喑
黑
 
よ
り
 
突
入
し
 
來
 り
ぬ
。
 
齢
 五
十
 
七
な
 
り
と
 
云
 
ふ
、
 

油
 

じ
み
た
 

る
 

大
黑
帽
 

頂
き
、
 

i
f
 

も
さ
 

だ
か
な
ら
 

ぬ
 

上
衣
に
、
 

太
き
 

ズ
ボ
ン
 

着
け
た
 

る
が
、
 

わ
が
 

左
 

斜
め
の
 

向
 

座
 

を
 

占
め
て
、
 

他
の
 

三
 

人
 
の
 IC 力 働

^
 
は
 其
の
 
右
と
 
前
方
と
 
に
 坐
し
た
り
。
 

老
い
た
 

る
 

勞
働
者
 

は
、
 

其
の
 

向
 

ひ
な
る
 

稍
ぷ
 

物
識
り
ら
 

し
き
 

若
き
 

男
に
 

其
の
 

鋒
 

鋩
 

を
 

指
し
 

向
け
た
り
。
 

わ
れ
 

は
 

怫
語
を
 

解
せ
 

ざ
れ
 

ば
 

意
通
ぜ
 

ざ
れ
 

ど
も
、
 

片
言
隻
語
の
 

耳
に
 

解
さ
れ
 

た
る
よ
り
 

推
せ
ば
、
 

政
治
、
 

社
會
、
 

宗
敎
 

な
ど
 

論
じ
 

居
り
し
 

は
 

明
ら
 

さ
ま
な
 

り
。
 

彼
 

は
 

其
の
 

厳
の
 

如
き
 

拳
 

を
、
 

聞
か
ん
 

と
す
る
 

男
の
 

鼻
端
に
 

つ
き
つ
け
て
、
 

引
く
手
 

も
 

見
せ
す
 

は
っ
し
と
 

他
の
 

掌
 

打
合
せ
、
 

其
の
 

瞬
間
に
 

^
頭
 

は
潑
 

刺
と
 

し
て
 

轉
 

ぶ
が
 

如
き
 

佛
 

語
の
 

罵
言
 

を
 

漏
ら
し
 

來
る
 

な
り
。
 

一
 

度
 

出
で
 

し
 

罵
聲
は
 

再
び
 

腕
と
 

拳
と
の
 

力
 

を
 

借
り
て
、
 

更
に
 

强
 

張
し
 

騰
^
し
、
 

罵
り
 

終
っ
て
 

一
座
 

を
 

見
渡
し
た
 

る
 

其
の
 

眼
 

は
 

輝
く
な
 

り
。
 

一
座
の
 

一
人
 

こ
れ
に
 

答
 

へ
ん
と
 

し
て
 

僅
か
に
 

唇
 

を
 

動
か
 

せ
ば
、
 

彼
の
 

举
は
 

待
ち
設
け
 

た
る
 

如
く
 

其
の
 

鼻
端
 

を
 

か
す
め
て
 

鳴
り
、
 

彼
の
 

罵
 

聲
は
囂
 

々
と
し
て
 

車
 

聲
を
沒
 

し
、
 

隣
に
 

て
 

歌
へ
 

る
 

兵
 

-
士
の
 

歌
を
沒
 

す
、
 

我
 

は
 

快
 

笑
 

も
て
 

此
の
 

健
氣
 

な
る
 

一
老
 

勞
働
 

者
の
 

雄
 

辯
に
 

聞
き
惚
れ
た
り
。
 

彼
 

は
 

過
た
 

す
、
 

ダ
ン
ト
ン
の
 

再
生
な
 



，り。 
彼
 は
 自
信
の
 
上
に
 
論
理
 
を
 構
成
し
、
 
以
て
 
他
の
 
信
仰
の
 
權
 成
に
 
絕
對
的
 
否
定
 
を
 加
 
ふ
る
 

* テ
マ
 
ゴ
 
ー 
ク
の
 
絶
好
の
 
タ
イ
プ
な
 
り
。
 

さ
れ
 
ど
 
彼
の
 
自
信
に
 
は
 自
信
 
あ
り
、
 
其
の
 
性
格
に
 
純
一
な
る
 
所
 あ
り
。
 
か
く
て
 
彼
 は
 他
 を
 動
か
し
^
る
 
な
り
。
 

n ル
 ょ
北
ハ
 
の
 裂
き
て
 
破
 

り
た
る
 
が
 如
き
 
顔
面
の
 
蔭
に
、
 
何
等
 
强
靱
 
な
る
 
吸
引
の
 
カ
を
蓄
 
ふ
る
 
ぞ
。
 

か
く
の
 
如
く
し
て
 
過
ご
す
 
事
 
一
時
間
の
 
後
、
 

二 一
人
の
 
勞
働
者
 
は
辭
し
 
去
り
て
、
 
彼
 
一
人
^
り
ぬ
。
 
^
隅
に
 
孤
 ，
し
て
！
！
！
^
 
を
嶙
み
 

つ
-
"
、
 
時
に
 
犀
の
 
如
き
 
齒
を
現
 
は
し
て
、
 
黑
く
 
汚
れ
た
 
る
 
唾
を
處
 
選
ば
す
 
吐
き
つ
-
あ
 
り
し
が
、
 

不
 n
 隣
^
の
 
欲
^
に
：
 
斗
 倾
 
け
て
、
 

彼
 は
 笑
 
ひ
つ
.
 ̂
立
ち
上
り
ぬ
。
 
何
事
 
を
 か
す
ら
ん
 
と
す
る
 
程
 も
な
 
く
、
 
其
の
 
巖
の
 
如
き
 
学
 は
 破
れ
ん
 
計
り
 
权
ぼ
 
を
敲
 
き
て
、
 
其
の
 
無
 

遠
慮
な
る
 
^
は
 
佛
阈
々
 
歌
 を
謠
ひ
 
初
め
た
り
、
 

隣
.
^
 
は
 暫
く
 
靜
 ま
り
て
、
 
や
が
て
 
 
一 S

 
の
 笑
 ̂
閒
 
え
ぬ
。
 
老
い
た
 
る
^
 
働
^
:
 
は
こ
れ
 

に
 耳
 を
 
も
假
す
 
こ
と
な
く
 
其
の
 
歌
 を
つ
 
^
け
た
り
。
 
彼
 は
 驚
く
べ
き
 
突
聲
を
 
有
し
た
り
。
 

须
5
<
 
に
し
て
 
隣
お
 
に
 於
て
、
 

彼
の
.
 

に
 

- 和
し
て
、
 

怫
國
々
 

歌
囂
 

然
と
し
て
 

起
り
 

ぬ。
 

打
ち
 

振
り
向
き
 

た
る
 

彼
 

は
わ
れ
 

を 
見
て
 

舌
 

を
 

吐
く
 

事
 

三
寸
、
 

W
 

び
 

共
の
 

廄
 

の 
如
き
^
 

を
 

：
擧
げ
 
て
、
 
ハ
メ
板
 
を
 
三
度
 
敲
 
き
て
 
大
口
 
開
き
て
 
笑
 
ひ
た
り
。
 

(
白
 耳
義
 
よ
り
 
佛
國
 
へ
の
^
 
上
)
 

一一
 

一
 

I
 

彫
刻
に
 
於
て
 
は
ミ
ケ
 
ラ
ン
 
ジ
ヱ
 
a、 

繪
畫
に
 
於
て
 
は
ジ
 
ヤ
ン
 

• フ
ラ
ン
 
ソ
ァ
 

• ミ
レ
 
ー
、
 
詩
に
 
於
て
 
は
 
ワ
ル
ト
 
*ホ 

ヰ
ッ
ト
 
マ
ン
、
 
文
^
 

-
に
 於
て
 
は
 
レ
オ
.
 
ト
ル
ス
ト
イ
、
 
傾
向
に
 
於
て
 
は
 
ヘ
ン
リ
ッ
ク
 

• イ
ブ
セ
ン
、
 

人
に
 
於
て
 
は
わ
が
 
祖
^
。
 

三
 
二
 

ミ 
レ 

ー 
巴
 里
に
 
遊
び
て
 
デ
ラ
 
ロ
ッ
ク
の
 
門
に
 
入
る
 
や
、
 
徒
弟
 
彼
に
 
綽
名
し
て
 
「
森
の
 
人
」
 
と
 
云
 
ひ
ぬ
。
 
^
む
 
W
 き
か
な
 
此
の
 
ゆ
 名
。
 

我
 は
 人
の
 
巾
に
 
生
れ
て
、
 
人
の
 
中
に
 
育
ち
、
 
人
の
 
習
慣
 
を
 衣
し
て
 
活
 き
つ
-
あ
り
。
 

か
 
\ 
る
强
 
く
^
し
く
お
 
き
^
 
名
 
は
、
 
死
に
^
 



有
 

鳥
武
 

郞
佥
蕖
 

第
五
 
卷
 
 

九
 

o
 

る
ま
で
、
 

我
の
 

上
に
 

は
與
 

へ
ら
れ
ざ
る
 

可
し
。
 

S 

たづ
 

. 思
へ
ば
 

同
じ
き
 

人
生
 

を
享
 

け
て
、
 

人
の
 

履
み
 

た
る
 

跡
 

を
 

だ
に
 

討
ね
 

難
し
。
 

(1
 

九
 

〇
 

八
 

年
 

「
文
武
 

會
報
」
 

五
十
 

四
 

及
び
 

五
十
 

五
號
 

所
載
)
 



札
 
幌
獨
立
 
基
督
 
敎
會
 
沿
革
 

本
年
 
我
が
 
札
 幌
獨
立
 
基
督
 
敎
會
は
 
創
立
 
以
來
ニ
 
ト
 
五
 年
を
經
 
ち
ま
し
た
 
の
で
、
 
そ
れ
 
を
 
lg 念

し
て
 
聊
か
 
祝
^
 
9
ぉ
 
を
^
 
は
し
ま
す
。
 

序
に
 
當
敎
會
 
が
 誕
生
 
以
來
 
受
け
ま
し
た
 
困
苦
 
や
 試
練
 
や
 感
謝
 
や
 祝
 幅
 を
 忌
憚
な
 
く
 
述
べ
ま
し
て
、
 
常
敎
^
 

に：！： お
を
^
せ
 
て
 下
さ
る
 

諸
君
と
 
懼
 喜
を
頒
 
ち
ま
す
 
と
共
に
、
 
當
敎
會
 
が
 此
の
世
に
 
尙
 存
在
 
を
 
續
 け
て
 
居
り
ま
す
 
现
由
 
を
御
资
 
成
 下
さ
る
 
f
i
^
 
に
對
 
し
ま
し
て
 

は
、
 
如
何
に
 
神
が
 
此
の
 
弱
き
 
圑
體
を
 
も
 
愛
護
し
 
給
 
ひ
て
、
 
其
の
 
使
命
 
を
果
 
さ
し
め
 
る
爲
 
め
に
 
は
 特
別
の
 
恩
^
 
を
 
乖
-
れ
 給
 
ひ
し
 
か
 を
お
 

知
ら
せ
し
 
た
い
と
 
思
 
ふ
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 

當
敎
會
 
が
 天
父
の
 
擁
護
の
 
下
に
 
今
日
ま
で
 
存
在
 
を
 
綾
け
 
る
 事
 を
 得
ま
し
た
 
の
 は
、
 
全
く
^
し
^
 
す
 可
き
 

一
 の
 使
命
が
^
:
 
る
か
ら
で
 

あ
り
ま
す
 
が
、
 
そ
れ
 
は
 都
合
 
上
 後
段
に
 
述
べ
る
 
事
に
 
し
て
、
 
先
づ
 
ど
う
 
云
 
ふ
 事
情
の
 
下
に
 
常
 敎
會
が
 
成
り
立
つ
 
た
か
を
お
 
話
 し
て
 
見
 

ま
せ
う
。
 

輦
毂
の
 
下
で
 
は
 廟
堂
の
 
議
論
が
 
沸
騰
し
て
、
 
西
南
 
戰
爭
が
 
起
ら
 
う
と
 
云
 ふ
 暫
く
 
前
、
 
卽
ち
 
明
治
 
八
 九
ハ
 や
の
^
で
 
あ
り
ま
し
た
。
 
時
 

の
 開
拓
 
使
 長
官
 
黑
田
淸
 
隆
氏
は
 
北
海
道
に
 
大
い
に
 
拓
地
 
植
民
の
 
効
 を
擧
げ
 
よ
う
と
の
 
心
か
ら
、
 
先
づ
 
高
等
の
 
€
 ゆ
^
を
 
起
し
て
 
仃
爲
 

人
物
 
を
 養
成
す
 
る
の
 
必
要
 
を
 感
ぜ
ら
れ
、
 
種
々
 
計
畫
 
さ
れ
た
 
際
、
 
米
國
 
マ
サ
 
チ
ュ
 
セ
ッ
ト
 
州
ァ
 

マ
 
ス 
ト
ポ
 
州
た
 
€: や：； ぐ； 

^
ゥ
 
ネ
リ
 
ャ
ム
 

• 

ク
ラ
 

ー 
ク
 
先
生
が
 
非
凡
の
 
敎
育
 
家
で
 
有
る
 
こ
と
 
を
 聞
き
及
ば
れ
て
、
 
同
氏
 
を
 擧
げ
て
 
S
 學
校
^
 
立
の
 
琪
を
^
 
す
る
^
に
 
な
り
ま
し
た
。
 

ク
ラ
 

ー 
ク
 先
生
 
は
 僅
に
 

一 年
間
の
 
契
約
で
 
明
治
 
九
 年
の
 
夏
 東
京
に
 
着
し
、
 
黑
田
 
長
官
と
 
玄
武
 
丸
に
 
搽
乘
 
し
て
 
北
：
^
 逍
に
向
 
ひ
ま
し
た
。
 

其
の
 
船
 上
で
 
此
の
 
武
人
 
政
治
家
と
 
武
人
 
敎
育
 
家
と
の
 
間
に
 
敎
 育
の
 
方
針
に
 
就
い
て
 
種
々
^
^
 
が
 交
換
さ
れ
 
ま
し
た
が
、
 
^
ハ
 
巾
 
f
r
g
 

が
德
育
 
問
題
に
な
り
ま
す
 

と
、
 
ク
ラ
 

ー 
ク
 先
生
 
は
 基
督
 
敎
が
 
最
も
 
鞏
固
な
る
 
德
育
敎
 
有
の
^
 
礎
 を
な
 
す
 
も
の
な
る
^
 
を
、
 n
&
 
し
、
 
お
 〈に 

札
幌
 

1： 
立
 
某
 
眘
敎
會
 
沿
革
 
 

九
 
一 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

集
笫
 
五
卷
 
 

九
 

二 

は
 

激
烈
に
 

反
對
を
 

試
み
、
 

互
に
 

相
 

下
ら
な
か
っ
た
 

の
で
あ
り
ま
す
 

が
、
 

此
の
 

時
 

ク
ラ
 

ー 
ク
 

先
生
の
 

ト
ラ
ン
ク
の
 

中
に
は
 

旣
に
學
 

生
に
 

付
す
 

ベ
 

き
 

聖
書
が
 

何
十
 

册
か
 

有
っ
た
 

と
 

云
 

ふ
こ
と
 

で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
で
 

黑
田
 

長
官
 

も
 

愛
て
 

ク
ラ
 

I 
ク
 

先
生
の
 

熱
誠
に
 

敛
 

し
か
 

は
 

5* り は 

て
、
 

陽
に
 

は
 

許
さ
れ
な
か
っ
た
 

が
、
 

實
 

際
に
 

は
 

徳
育
の
 

權
を
 

全
然
 

先
生
の
 

手
中
に
 

委
ね
た
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

ク
ラ
 

I 
ク
 

先
生
 

は
 

一
 

千
 

八
 

？
 

一
十
 

六
 

年
米
國
 

マ
サ
 

チ
ュ
 

セ
ッ
ト
 

州
で
 

生
れ
た
 

新
英
國
 

人
で
、
 

學
者
 

に
な
り
 

得
る
 

敎
育
を
 

自
國
と
 

獨
逸
國
 

と
で
 

受
け
、
 

南
北
 

戰
爭
の
 

時
に
は
 

出
征
し
て
 

黑
人
，
 

放
の
 

爲
 

め
に
 

花
々
 

し
い
 

義
戰
 

を
し
て
 

到
る
 

所
に
 

功
名
 

を
 

博
し
た
 

人
で
、
 

此
の
 

戰
爭
が
 

終
る
 

と
、
 

感
 

す
る
 

所
が
 

ち
っ
て
 

か
 

返
い
て
 

敎
育
 

家
と
 

な
っ
て
 

農
業
 

敎
 

育
に
 

力
 

を
 

致
し
た
 

の
で
あ
り
ま
す
 

が
、
 

先
生
 

は
學
 

者
た
 

る
に
 

勝
り
，
 

軍
人
た
 

る
に
 

勝
り
、
 

教
育
家
た
 

る
に
 

勝
っ
て
、
 

立
^
な
 

人
間
で
あ
っ
た
 

の
で
す
 

。
先
生
が
 

札
 

幌
農
學
 

校
に
 

来
ら
れ
て
 

か
ら
の
 

教
育
の
 

方
法
 

も
餘
程
 

普
通
 

一
 

般
 

の
 

や
り
方
と
 

は
ち
が
つ
て
 

居
り
ま
し
た
。
 

殊
に
 

毎
朝
 

學
生
 

全
體
を
 

集
め
て
 

試
み
た
 

聖
書
の
 

講
義
 

は
當
 

時
の
 

學
 

生
に
 

取
っ
て
 

は
實
に
 

天
 

啓
で
あ
っ
た
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

勿
論
 

學
 

生
の
 

殆
ん
ど
 

全
部
 

は
 

基
督
 

敎
に
關
 

し
て
 

何
等
の
 

知
識
 

も
 

無
い
 

も
の
で
 

あ
り
ま
し
 

た
が
、
 

ク
ラ
 

I 
ク
 

先
生
の
 

人
物
 

其
の
 

者
が
 

說
き
 

出
す
 

基
督
 

敎
は
、
 

學
 

生
に
 

强
ぃ
 

印
象
 

を
與
 

へ
す
 

に
 

は
 

居
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

か
く
て
 

學
 

生
の
 

中
に
 

は
 

先
生
か
ら
 

配
付
 

せ
ら
れ
た
 

聖
書
 

を
繙
 

く
も
の
 

が
 

段
々
 

增
加
 

し
ま
し
て
、
 

先
生
が
 

歸
國
 

の
顷
に
 

は
、
 

黑
岩
 

四
方
 

之
 

進
、
 

伊
藤
 

一
隆
、
 

佐
；
 

介
、
 

內
 

田
瀞
、
 

田
內
捨
 

六
、
 

大
島
正
 

健
、
 

渡
瀨
寅
 

次
郞
、
 

柳
 

本
 

通
義
、
 

小
 

野
 

琢
磨
 

氏
 

等
 

十
六
 

名
 

は
、
 

熱
心
な
 

信
者
と
 

な
っ
て
 

ク
ラ
 

ー 
ク
 

先
生
が
 

自
ら
 

草
し
た
 

誓
約
書
に
 

署
名
し
 

ま
し
た
。
 

其
の
 

誓
約
書
の
 

譯
文
は
 

次
の
 

如
く
で
あ
り
ま
す
。
 

ィ
 

ェ 
ス
を
信
 

す
る
 

者
の
 

契
約
 

玆
に
 

署
名
す
 

る
 

札
 

幌
農
學
 

校
の
 

舉
生
 

は
、
 

基
督
の
 

命
に
 

從
 

う
て
 

基
臀
を
 

信
す
 

る
 

事
を
^
 

白
し
、
 

且
つ
 

基
督
 

信
徒
の
 

義
務
 

を
忠
實
 

に
盡
 

し
て
、
 

祝
す
 

可
き
 

救
 

主
.
 

卽
ち
 

十
字
架
の
 

死
 

を
 

以
て
 

我
 

儕
の
 

罪
 

を
 

履
 

ひ
 

給
 

ひ
し
 

者
に
 

我
 

儕
の
 

愛
と
 

感
謝
の
 

情
 

を
 

表
し
、
 

且
つ
.
 

基
督
の
 

王
國
擴
 

が
り
 

榮
光
顯
 

は
れ
 

其
の
 

贖
 

ひ
 

給
 

へ
 

る
 

人
々
 

の
 

救
 

は
れ
ん
 

事
 

を
 

切
望
す
。
 

故
に
 

我
 

獰
は
今
 

麦
 

基
督
の
 

忠
實
 

な
る
 

弟
^
 



と
な
り
て
 
其
の
 
敎
を
缺
 
な
く
 
守
ら
ん
 
こ
と
 
を
嚴
 
か
に
 
神
に
 
誓
 
ひ
，
 
且
つ
^
に
 
S
;
 ふ
。
 
我
 儕
 は
 適
 常
な
る
 
機
 4:^- る

 時
 
は
 試
験
 
を
^
 

け
 
て
 受
洗
し
 
福
：
 W
 主
義
 
の
 敎
會
に
 
加
 は
ら
 
ん
事
を
 
約
す
。
 

我
 儕
 は
 信
す
、
 
聖
書
 
は
 唯
一
 
直
接
 
天
 啓
の
 
害
な
る
 
事
 を
。
 
又
 信
す
^
 
さ
は
 
人
類
 
を
^
き
 
て
 架
 光
 あ
る
 
來
 世
に
 
至
ら
し
 
む
る
 
唯
一
 

の
 完
全
な
る
 
嚮
導
 
者
な
る
 
事
 を
。
 

我
 儕
 は
 信
す
、
 
至
 仁
な
る
 
創
造
者
、
 
正
義
な
る
 
主
權
 
者
、
 
最
後
の
 
霧
 判
^
た
る
 
絕
對
 
無
^
の
 
神
 を
。
 

我
 儕
 は
 信
す
、
 
凡
て
 
信
 實
に
悔
 
改
め
て
 
神
の
 
子
 を
 信
じ
 
罪
の
 
救
を
受
 
く
る
お
 
は
 身
 を
 終
る
 
ま
で
 
や
：
^
 
の； S

 绍
を
殳
 
け
、
 

：大 父
の
 

奍
 顧
 を
 蒙
り
て
 
終
に
 
贈
 は
れ
た
 
る
 聖
徒
と
 
な
り
、
 
其
の
 
喜
 を
 受
け
 
其
の
 
業
 を
 勤
む
 
る
に
 
適
 
ひ
た
る
^
:
 
と
せ
ら
 
る
^
し
。
 

さ
れ
 
ど
 
凡
 

て
 福
音
 
を
閱
き
 
て
 信
ぜ
ざ
る
^
 
は
 
必
ゃ
罪
 
に
 亡
び
 
て
 神
の
 
前
よ
り
 
お
 
へ
に
 
退
け
ら
 
る
べ
 
き
 $
 を
。
 

次
に
 
記
す
 
る
 誡
は
我
 
儕
 如
何
な
 
る
 辛
酸
 
を
嘗
 
む
る
 
と
も
 
終
身
 
こ
 
れ
を
服
 
i
?
^
 行
 
せ
ん
こ
 
と
 
を
 約
す
。
 

爾
精
祌
 
を
 
盡
し
カ
 
を
盡
し
 
意
を
盡
 
し
 
主
な
る
 
繭
の
 
神
 を
 愛
す
 
可
し
。
 

又
 己
の
 
如
く
 
雨
の
 
隣
 を
 愛
す
 
可
し
。
 

生
命
 
あ
る
と
 
生
命
な
 
き
と
に
 
係
ら
す
 
凡
て
 
祌
の
 
造
り
 
給
 
へ
 る
 
も
の
に
 
象
り
て
 
彫
み
 
た
る
 
像
、
 
お
し
く
 
は
 作
り
た
 
る
 形
 を
 
拜
 す
べ
 

か
ら
す
。
 

爾
の
祌
 
エ
ホ
バ
 

の
 名
 を
 妄
り
に
 
云
 ふ
べ
 
か
ら
す
。
 

安
息
日
 
を
覺
 
え
て
 
こ
れ
 
を
 
聖
日
と
 
せ
よ
。
 
此
の
 
日
に
 
は
 
凡
て
 
緊
要
な
ら
 
ざ
る
 
業
務
 
を
 休
み
、
 
勉
め
て
※
.
 
S
 を
硏
究
 
し
、
 
己
の
 
徳
 

を
 建
つ
 
る
爲
 
め
に
 
用
 
ふ
 可
し
。
 

雨
の
 
父
母
と
 
有
司
に
 
從
ひ
、
 
且
つ
 
こ
れ
 
を
 敬
 
ふ
べ
 
し
。
 

詐
欺
 
窃
盗
 
兇
 殺
 姦
淫
 
若
し
く
は
 
他
の
 
不
潔
な
る
 
行
爲
 
を
な
 
す
べ
か
ら
 
す
。
 

爾
の
隣
 
を
 害
す
べ
 
か
ら
す
。
 

礼
 

幌
镯
立
 

某
 

督
敎
食
 
沿
革
 
 

九
 

S
 



冇
島
武
 

郞
仝
集
 

第
五
 

卷
 

斷
 
え
す
 
祈
る
べ
し
。
 

我
等
 

は
 

互
に
 

相
 

助
け
 

相
勵
 

ま
さ
ん
 

爲
め
 

此
の
 

誓
約
に
 

よ
り
て
 

一
 

箇
の
 

圑
體
を
 

組
織
し
、
 

こ
れ
 

を
 

「
ィ
 

H 
ス
 

の
 

信
徒
」
 

と
 

稱
し
而
 

し
て
 

我
 

儕
處
を
 

同
じ
う
 

す
る
 

問
 

は
 

毎
週
 

ー
囘
 

以
上
 

共
に
 

集
り
て
 

聖
書
 

若
し
く
は
 

宗
 

敎
に
關
 

す
る
 

他
の
 

書
籍
 

雜
誌
 

を
讀
 

み
、
 

若
し
く
 

は
宗
敎
 

上
の
 

談
話
 

を
爲
 

し
、
 

ま
た
 

相
 

共
に
 

祈
 

禱
會
を
 

開
く
 

事
 

を
 

誓
約
す
。
 

希
く
 

は
聖
靈
 

我
 

儕
の
 

心
に
 

臨
み
て
 

我
 

儕
の
 

愛
 

を
勵
 

ま
し
、
 

我
等
の
 

信
 

を
 

堅
く
 

し
 

我
 

儕
 

を
 

眞
理
に
 

導
き
て
 

救
 

を
 

得
る
 

に
 

至
ら
し
 

め
ん
こ
と
 

を
。
 

一 
千
 

八
 

百
 

七
十
 

七
 

年
 

三
月
 
五
日
 
 

於
札
幌
 

タ
フ
リ
 

ュ 
1
-
ェ
 

ス.
 

ク
ラ
 

ー 
ク
 

か
く
て
 

一一
 

ュ 
ー 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
 

偉
大
な
る
 

教
育
家
 

は
 

明
治
 

十
 

年
 

四
月
 

一
群
の
 

誠
 

實
な
舉
 

生
 

等
に
 

名
 

殘
を
惜
 

ま
れ
て
、
 

遠
く
 

太
平
 

洋
を
 

横
ぎ
 

つ
て
 

歸
國
 

の
途
に
 

就
き
 

ま
し
た
が
、
 

先
生
が
 

播
 

か
れ
た
 

一
粒
の
 

辛
子
 

種
 

や
が
て
 

當
敎
會
 

の
 

最
も
 

大
 

な
る
 

親
 

石
と
 

な
っ
た
 

の
 

で
あ
り
ま
す
。
 

先
生
が
 

晚
 

年
に
 

色
々
 

た
 

悲
運
 

を
 

嘗
め
ら
れ
て
 

憂
慮
の
 

中
に
 

殘
年
を
 

送
ら
れ
た
 

問
に
 

も
、
 

常
に
 

其
の
 

念
頭
 

を
 

往
来
し
て
 

先
生
に
 

無
上
の
 

慰
藉
 

を
齎
 

し
た
 

も
の
 

は
 

一 
は
實
に
 

先
生
が
 

短
日
月
 

間
 

小
な
る
 

日
本
の
 

北
の
 

i
f
 

田
舍
 

臭
い
 

少
數
 

の
學
 

生
に
 

神
の
 

道
 

を
 

傳
 

へ
た
 

そ
れ
で
 

あ
つ
た
と
 

云
 

ふ
 

事
で
あ
り
ま
す
。
 

兎
角
 

悲
痛
の
 

多
い
 

現
世
に
 

唤
き
 

出
で
 

た
 

美
し
い
 

花
の
 

中
、
 

最
も
 

美
し
 

い
 

一 
の
 

花
は
實
 

に
 

此
の
 

溫
 

か
い
 

師
弟
 

C
 

同
情
 

殊
に
 

天
に
 

一
 

人
の
 

父
 

を
 

戴
い
て
 

其
の
 

愛
に
 

繫
 

が
れ
た
 

師
弟
の
 

同
情
で
 

あ
り
ま
せ
 

う
 

o 
私
共
 

は
 

此
の
 

敎
會
 

が
 

今
日
ま
で
 

其
の
 

存
在
 

を
繽
 

け
て
、
 

祌
 

の
攝
理
 

を
し
 

み
，
 

<
\
 

と
 

感
じ
ま
す
 

每
に
考
 

へ
す
 

に
 

居
ら
れ
な
 

い
の
は
、
 

楡
の
 

林
と
 

樺
 

3 
木
立
の
 

連
な
っ
た
 

二 
ュ 

ー 
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
 

立
っ
て
 

居
る
 

先
生
の
 

墓
で
あ
り
ま
す
。
 

其
の
 

墓
に
 

は
雜
 

草
が
 

茂
っ
て
 

居
ん
,
、
 

倒
れ
 

か
 

\ 
つ
て
 

g
 

る
 

力
 

そ
れ
 

は
 

分
り
ま
せ
ん
 

が
、
 

其
の
 

墓
の
 

下
に
 

は
 

昨
日
 

も
 

今
日
 

も
 

明
日
 

も
 

私
共
に
 

對
 

す
る
 

同
情
の
 

火
が
 

輝
い
て
 

居
る
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

ク
ラ
 

ー 
ク
 

先
生
 

去
ら
れ
た
 

年
、
 

卽
ち
 

明
治
 

十
 

年
 

八
月
 

函
館
 

美
以
敎
 

會
宣
敎
 

師
ェ
ム
 

.
シ
1
 

ハ
リ
ス
 

氏
が
 

先
生
の
 

請
求
に
 

應
 

じ
て
 

来
 

札
せ
ら
れ
、
 

伊
藤
 

一
 

降
 

氏
 

を
 

除
き
 

十
五
 

名
の
 

靑
 

年
が
 

同
氏
か
ら
 

受
洗
し
 

ま
し
た
。
 

但
し
 

伊
藤
 

氏
 

は
旣
に
 

明
治
 

九
 

年
に
 

受
洗
し
て
 

英
國
 



基
督
 
敎
會
 
員
で
あ
っ
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 
當
時
 
基
督
 
敎
徒
 
と
な
る
 
こ
と
の
 
困
難
 
は
 非
常
な
 
も
の
で
，
 
學
 友
の
 
迫
^
、
 
S
 校
の
 
威
 3
 
に
 加
 

へ
て
 
下
宿
屋
 
ま
で
が
 
家
の
 
中
で
 
洗
禮
 
を
す
 
る
の
 
を
 
拒
ん
だ
 
の
で
、
 
往
來
で
 
儀
式
 
を
擧
げ
 
よ
う
と
し
て
 
亦
 巡
^
の
 
干
涉
を
 
受
け
，
 
ク
ラ
 

ー 

ク
 
先
生
の
 
家
で
 
渐
 や
く
 
其
の
 
儀
式
 
を
擧
 
げ
た
と
 
云
 ふ
 様
な
 
話
も
殘
 
つ
て
 
居
ま
す
。
 
九
月
に
 
は
 第
一
 
一
^
の
 
入
^
生
が
 
參
 り
ま
し
た
 
が
、
 

こ
れ
 
も
 
第
一
 
期
の
 
舉
 生
と
 
同
じ
く
 
外
國
 
文
明
、
 
殊
に
 
宗
教
に
 
は
殆
ん
 
ど
接
觸
 
し
た
 
こ
と
の
な
い
 
人
 
々
で
、
.
^
 級
^
の
 
体
^
に
 
對
 し
て
 
始
 

め
 は
 手
痛
き
 
反
抗
の
 
態
度
 
を
 
示
し
 
ま
し
た
が
、
 
彼
等
の
 
衷
心
に
 
は
 3 異

 面
目
な
 
忠
實
な
 
精
神
が
 
お
る
 
の
で
す
 
か
ら
、
 

现
の
光
 
は
 割
合
に
 

容
易
く
 
其
の
 
心
を
茛
 
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
 
栗
し
て
 
一
人
 
降
り
 
二
人
 
降
り
 
十
三
 
名
 漸
次
に
^
 
約
^
に
 
名
 
を：^: し

て
、
 
叫
^
 
十
一
^
:
:
 
ハ
 

月
 
ハ
リ
ス
 
氏
が
 
來
 札
さ
れ
 
た
 時
に
、
 
足
 立
 元
 太
郞
、
 
藤
 田
 九
 三
郞
、
 
廣
 井
^
、
 
宮
部
金
 
吾
、
 
太
 m
 (
新
 波
 p
)
_
€
#
3
、
 
高
木
 
玉
 太
郞
、
 

內
村
鑑
 
三
の
 
七
 氏
 は
 遂
に
 
受
洗
し
 
ま
し
た
。
 

か
く
 
札
 幌
農
學
 
校
の
 
第
 
一
 期
 生
と
 
第
一
 
一
期
 生
と
 
は
 全
校
の
 
中
心
と
 
な
っ
て
 
基
督
の
 
笫
子
 
と
な
り
、
 
闲
難
 
の
^
に
 
其
の
^
 
仰
 を
 練
り
、
 

毎
週
 
集
會
を
 
開
い
て
 
聖
書
の
 
研
究
 
を
 致
し
て
 
居
り
 
ま
し
た
が
、
 
明
治
 
十
三
 
年
 七
月
 
第
一
 
期
 生
 は
 卒
業
す
 
る
 

に
な
り
 
ま
す
の
で
、
 

大
 

島
 
正
 健
、
 
黑
岩
 
四
方
 
之
 進
、
 
內
 
K
 瀞
氏
等
 
九
 名
の
 
信
徒
 
は
 第
二
 
期
 生
の
 
信
徒
と
 
會
食
 
な
ど
し
て
 
離
刖
 
を
惜
ん
 
だ
。
 
^
に
 
近
き
 
未
來
に
 

於
て
 
禮
拜
堂
 
を
 設
立
し
 
我
等
の
 
信
仰
 
を
 隣
人
に
 
も
 
分
た
 
う
で
 
は
な
い
 
か
と
 
云
 
ふ
 相
談
 
も
 
纏
ま
っ
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

其
の
 
當
時
 
監
督
 
敎
會
 
の
宣
敎
 
師
デ
ン
 

一一 ン
グ
 
氏
が
 
講
義
 
所
 を
 
北
 叫
 條
東
ー
 
丁
目
に
 
開
い
て
 
居
ま
し
た
 
か
ら
 
突
以
 
派
の
 
W
 年
 ̂
徒
 
も
 

こ
れ
に
 
出
席
し
て
 
自
 
個
の
 
集
 會
を
廢
 
し
ま
し
た
。
 

こ
れ
 
然
し
 
乍
ら
 
美
 以
敎
會
 
に
 取
っ
て
 
は
 信
徒
が
 
共
の
^
 
仰
 を
 
失
っ
た
 
に
 勝
る
 
火
お
 

件
で
 
あ
り
ま
し
た
。
 

所
に
 
是
 等
の
 
信
徒
 
一
同
が
 

一
 の
 會
堂
を
 
建
設
し
ょ
う
 
と
し
て
 
委
員
 
を
 選
び
な
 
ど
し
て
 
計
^
に
 
熱
中
し
て
 
W
 る
と
 

云
 
ふ
の
 
を
 聞
き
込
ん
で
、
 

米
 國
美
以
 
敎
會
は
 
直
ち
に
 
金
 七
 百
圆
を
 
寄
贈
し
て
 
來
 ま
し
た
。
 

單
 純
^
 
救
な
る
^
^
^
 
徙
ゅ
は
 
W
 
よ
り
^
 

の
 金
が
 
袅
 面
に
 
如
何
な
る
 
意
味
 
を
 有
っ
て
 
^
る
か
 
を
考
 
へ
て
 
見
る
 
事
 を
 
知
り
ま
せ
ん
。
 
故
に
 
寄
贈
 
は
 担
み
 
ま
し
た
 
け
れ
ど
も
 

^
ん
 

で
 そ
れ
 
を
 借
り
る
 
事
に
 
し
、
 
出
來
 
得
る
 
丈
け
 
速
 か
に
 
返
濟
 
す
る
 
約
束
で
、
 
土
地
 
を
購
 
ひ
、
 
會
 堂
の
^
 
築
に
 
取
懸
 
ら
う
と
 
し
ま
し
た
 
が
 

礼
 
幌
獨
立
 
基
督
 
敎
會
 
沿
革
 
 

九
^
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

九
 

六
 

諸
種
の
 

事
情
の
 

爲
 

め
に
 

其
の
 

擧
は
 

一
 

時
 

中
止
の
 

姿
と
 

な
り
ま
し
た
。
 

彼
是
れ
 

し
て
 

居
る
 

中
に
 

二
三
の
 

靑
 

年
の
 

頭
に
 

一
 

つ
の
 

感
想
が
 

浮
か
ん
で
 

參
 

り
ま
し
た
。
 

そ
れ
 

は
 

基
督
 

敎
が
 

何
故
 

な
れ
ば
 

澤
 

山
の
 

宗
 

派
を
耍
 

す
る
 

か
と
 

云
 

ふ
 

事
で
あ
り
ま
す
 

。
「
主
 

一
 

つ
 

信
仰
 

一
 

つ
 

洗
禮
ー
 

つ
」
 

な
る
 

基
督
 

敎
の
 

信
者
 

は
 

何
故
 

な
れ
ば
 

異
な
っ
た
 

信
仰
 

胬
條
 

儀
式
 

習
慣
の
 

下
に
 

互
に
 

隔
意
 

を
し
て
 

互
に
 

壘
を
 

守
っ
て
 

居
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

か
と
 

云
 

ふ
 

事
で
 

あ
り
ま
ま
す
。
 

少
く
 

と
も
 

當
時
札
 

幌
の
樣
 

な
 

小
さ
な
 

町
で
 

殊
に
 

過
去
か
ら
 

傳
 

は
っ
た
 

宗
敎
 

上
の
 

傳
說
 

も
な
い
 

處
で
、
 

し
か
も
 

周
 

圍
の
壓
 

迫
 

は
さ
ら
ぬ
 

だ
に
 

嚴
 

し
い
の
に
、
 

何
 

次
な
 

れ
ば
！
 

一
派
に
 

分
れ
て
 

互
に
 

割
據
 

せ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

か
と
 

云
 

ふ
こ
と
 

で
あ
り
ま
す
。
 

二
三
の
 

靑
年
 

等
に
 

起
り
 

ま
し
た
 

此
の
 

感
想
 

は
 

當
敎
會
 

が
 

起
っ
た
 

理
.
 

S
 

の
 

基
礎
 

を
な
 

し
ま
す
 

も
の
で
あ
り
ま
す
 

が
 

故
に
、
 

聊
か
 

玆
に
 

申
し
 

續
 

け
ま
す
。
 

深
厚
な
る
 

煩
 

鎖
 

哲
擧
を
 

有
す
る
 

宗
敎
、
 

例
へ
ば
 

怫
敎
の
 

如
き
 

は
 

多
く
の
 

宗
派
 

を
 

有
す
 

可
き
 

害
で
あ
り
ま
す
，
 

ま
た
 

嚴
密
 

な
る
 

儀
式
 

習
慣
 

を
 

有
す
る
 

宗
敎
、
 

例
へ
ば
 

神
道
の
 

如
 

き
 

は
 

多
く
の
 

宗
派
 

を
 

有
す
べ
き
 

害
で
あ
り
ま
す
。
 

然
し
 

基
督
 

敎
は
 

其
の
 

根
柢
に
 

於
て
 

か
、
 

る
 

宗
敎
と
 

は
 

趣
 

を
 

異
に
し
て
 

居
り
ま
す
。
 

基
督
 

敎
の
 

哲
舉
的
 

分
子
 

は
單
純
 

直
截
な
 

も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
 

傳
說
に
 

束
縛
さ
れ
 

す
 

聖
書
 

を
解
釋
 

し
て
 

見
ま
す
 

る
と
 

誰
で
も
 

一
 

致
せ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

二
三
の
 

動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
 

耍
點
 

が
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
が
 

基
督
 

敎
の
 

信
仰
 

箇
條
 

で
あ
り
 

哲
學
 

で
あ
り
 

儀
式
で
 

あ
り
 

傳
說
 

で
あ
ら
ね
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

若
し
 

其
の
 

外
に
 

種
々
 

な
 

信
仰
 

箇
條
 

哲
學
 

儀
式
 

傳
說
が
 

あ
る
と
 

し
ま
 

す
れ
ば
、
 

そ
れ
 

は
 

基
督
 

敎
の
 

も
の
で
 

は
な
く
、
 

基
督
 

敎
の
 

名
の
 

下
に
 

造
ら
れ
た
 

各
 

宗
派
の
 

も
の
で
 

有
り
ま
す
 

の
で
、
 

直
接
に
 

基
督
の
 

弟
子
と
 

な
ら
ん
 

と
す
る
 

も
の
に
 

取
つ
 

て
 

は
 

全
然
 

不
用
の
 

物
で
あ
り
ま
す
。
 

考
 

へ
る
 

迄
 

も
な
 

く
こ
れ
 

は
 

至
っ
て
 

明
瞭
な
 

事
實
 

で
あ
り
ま
す
 

に
も
 

係
 

は
ら
す
、
 

歐
米
諸
 

國
で
其
 

の
 

實
の
擧
 

り
ま
せ
ん
 

の
 

は
、
 

そ
れ
 

は
 

藤
 

史
的
 

傳
說
に
 

縛
ら
れ
て
 

居
る
 

結
果
で
あ
り
ま
す
。
 

然
る
^
 

日
本
の
 

如
き
 

新
た
に
 

祌
の
默
 

示
に
 

浴
し
た
 

國
で
 

此
の
 

事
 

を
廢
 

す
の
 

は
、
 

僅
か
な
 

心
掛
け
さ
へ
 

あ
れ
ば
、
 

直
ぐ
に
 

出
來
得
 

可
き
 

害
で
あ
り
ま
し
て
、
 

我
等
 

は
 

基
督
 

敎
を
奉
 

す
る
と
 

共
に
 

此
の
 

天
 

職
 

を
 

全
う
す
べ
き
 

責
任
 

を
 

有
し
て
 

居
る
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

然
 

ら
ば
 

此
の
 

天
職
 

を
 

全
う
す
る
 

に
 

は
 

如
何
に
 

す
れ
ば
 

い
、
 

か
と
 

云
 

ふ
に
、
 

舊
來
の
 

習
慣
 

を
脫
 

し
て
 

直
ち
に
 

基
督
に
 

至
る
 

と
 

云
 

ふ
こ
と
 

が
 

最
大
の
 

捷
徑
 

で
あ
る
と
 

信
じ
ま
す
。
 

直
ち
に
 

基
督
 



に
 至
る
 
こ
と
 
は
 我
々
 
が
 思
想
の
 
自
由
 
を
 維
持
す
 
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
 
達
せ
ら
れ
、
 
思
想
の
 
自
由
 
を
 維
持
す
 
る
 事
 は
 我
々
 
が
 先
 づ
余
錢
 
上
 

に
獨
 
立
す
 
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
 
達
せ
ら
れ
 
る
と
 
確
信
す
 
る
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 
玆
に
 
誤
解
 
を
來
 
た
さ
ぬ
 
様
に
 
せ
ね
ば
 
な
ら
な
 
い
の
は
、
 
獨
 

立
と
 
云
 ふ
の
 
は
敢
て
 
他
の
 
好
意
 
を
 無
に
し
て
 
我
意
 
を
 張
り
 
通
す
 
意
味
で
 
は
な
く
、
 
ま
た
 
國
粹
 
保
存
と
 
か
偏
狹
 
な
せ
 
W
 心
と
，
 か
.
 ヘム ふ

 も
 

の
か
ら
 
割
り
出
し
た
 
考
へ
 
で
も
な
い
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 
切
實
に
 
申
し
 
ま
す
れ
ば
、
 
凡
て
 
の
點
に
 
於
て
 
獨
 立
し
た
 
も
の
-
み
が
 
他
に
 
對
し
 

て
眞
 
正
に
 
公
平
な
 
寛
大
な
 
態
度
 
を
 
取
り
得
る
 
の
で
 
あ
ら
う
 
か
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
甲
に
 
依
賴
 
し
て
 
居
る
 
も
の
 
は
 甲
に
 
對
 し
て
の
 
み
は
 
公
平
 

過
ぎ
る
 
程
 公
平
で
 
も
、
 
如
何
に
し
て
 
乙
 や
 丙
に
 
對
 し
て
 
同
じ
く
 
公
平
な
る
 
事
が
 
出
來
 
ま
せ
う
 
か
。
 
か
く
 
基
^
教
 
徒
が
 
思
想
に
 
於
て
 
金
 

錢
に
 
於
て
 
獨
 立
し
 
得
な
か
っ
た
 
結
果
が
、
 
歐
 米
に
 
於
て
 
神
の
 
名
の
 
下
に
 
人
の
子
の
 
血
 を
 流
し
た
 
原
因
で
あ
り
ま
す
。
 

日
 
木
に
 
生
れ
た
 

我
々
 
は
 此
の
 
大
 矛
盾
 
を
 打
ち
破
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
、
 

こ
れ
 
を
 打
ち
破
る
 
迄
 は
 此
の
 
敎
會
は
 
倒
れ
て
 
は
な
ら
ぬ
。
 
凡
て
の
^
^
 
敎
徒
 
が
ー
 

つ
 
の
體
 
と
な
る
 
迄
 は
 此
の
 
敎
會
は
 
存
在
 
を
鑌
 
け
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
が
 
實
に
當
 
札
幌
獨
 
立
^
^
 
敎
^
 
が
 $
5
 つ
て
 
居
り
 

ま
す
 
責
任
で
、
 
其
の
 
爲
 め
に
 
當
敎
會
 
が
 如
何
な
る
 
苦
境
に
 
陷
り
、
 
如
何
な
る
 
天
佑
に
 
浴
し
 
た
か
は
 
こ
れ
よ
り
 
語
る
べ
き
 
順
序
と
 
な
る
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

偖
て
 
話
が
 
前
に
 
戾
 り
ま
し
て
、
 
靑
年
 
信
徒
 
等
 は
會
堂
 
建
設
の
 
企
圖
は
 
破
れ
ま
し
た
 
け
れ
ど
も
、
 
甙
百
餘
 
回
 を
 
以
て
 
南
 
一 一

條
 西
 六
 丁
目
 

(
今
 
の
 白
 官
邸
で
あ
り
ま
す
)
 
に
適
當
 
S
 家
屋
 
及
び
 
地
所
 
を
 買
 入
れ
ま
し
て
、
 
第
 
一
 第
 
一 一
期
の
 
靑
年
は
 
交
代
し
て
 
日
曜
 
U
 
及
び
 
水
曜
！
 n 

の
 禮
拜
を
 
司
り
、
 
會
員
も
 
漸
次
 
增
加
 
致
し
ま
す
 
し
、
 
監
督
 
敎
會
 
員
の
 
信
徒
 
も
 
合
併
し
て
 
旲
れ
 
る
の
 
み
な
ら
す
、
 
オ
ル
ガ
ン
 
ャ
バ
^
 
を
 も
 

寄
附
し
て
 
下
さ
れ
、
 

又
 横
 濱
神
學
 
校
 卒
業
生
 
角
 谷
 省
 吾
 氏
 は
 自
給
 
傳
逭
の
 
志
 を
 起
し
て
 
來
 札
し
 
忠
 實
に
敎
 
^
を
 
衲
 助
さ
れ
 
ま
し
た
 
は
 

め
に
 
敎
勢
頓
 
か
に
 
盛
ん
に
な
り
、
 

從
 
つ
て
 
敎
會
獨
 
立
の
 
問
題
 
も
 
熟
し
ま
し
て
 
遂
に
 
下
の
 
理
由
の
 
下
に
 
獨
立
 
を
宜
言
 
す
る
 
こ
と
に
な
 
り
 

ま
し
た
。
 一
 、 
同
窓
の
 
學
生
 
其
の
 
宗
敎
 
上
の
 
意
見
の
 
殆
ど
 
相
 同
じ
き
 
に
 係
ら
す
 
分
離
す
 
る
の
 
不
可
な
る
 
事
。
 

私
 
幌
獨
立
 
基
 
瞀
敎
會
 
沿
革
 
 

九
 七
 



有
 

島
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仝
 

集
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卷
 
 

九
 

八
 

1 
1、
 

札
榥
の
 

如
き
 

狭
隘
な
る
 

市
街
に
 

一 
一
派
の
 

集
 

會
所
を
 

設
け
て
 

競
爭
 

す
る
 

の
 

愚
策
な
る
 

事
。
 

三
、
 

嚴
 

酷
な
る
 

信
仰
 

箇
條
 

と
煩
雜
 

な
る
 

禮
拜
 

儀
式
の
 

束
縛
 

を
 

厭
 

ひ
た
る
 

事
。
 

四
、
 

外
國
 

人
の
 

扶
助
 

を
 

借
ら
す
 

し
て
 

我
國
に
 

福
音
 

を
傳
播
 

す
る
 

は
 

我
が
 

國
 

人
の
 

義
務
な
 

り
と
 

知
り
た
 

る
 

事
。
 

然
し
 

乍
ら
 

世
の
中
に
 

は
 

情
實
と
 

申
す
 

不
思
議
な
 

も
の
が
 

あ
り
ま
し
て
、
 

如
何
に
 

明
白
な
 

正
當
な
 

理
由
の
 

下
に
 

企
て
ら
れ
た
 

事
柄
で
 

も
、
 

此
の
 

情
 

實
の
爲
 

め
に
 

無
殘
の
 

障
碍
 

を
 

被
る
 

事
の
 

少
 

か
ら
ぬ
 

も
の
と
 

見
え
ま
す
。
 

明
治
 

十
四
 

年
 

も
 

雪
の
 

中
に
 

暮
れ
ま
し
て
 

同
 

十
五
 

年
の
 

正
月
 

元
且
兩
 

派
の
 

信
徒
 

は
 

漸
く
 

購
^
 

得
た
 

假
會
 

堂
に
 

集
ま
り
、
 

種
々
 

の
 

過
去
の
 

事
 

や
 

將
來
の
 

希
望
 

や
 

を
 

語
り
合
 

ひ
な
が
ら
、
 

獨
立
 

的
 

基
督
 

敎
が
 

遂
に
 

此
の
 

地
に
 

成
就
し
た
 

事
 

を
 

祝
し
 

合
っ
て
 

居
り
ま
す
。
 

其
の
 

夕
 

突
然
 

一
 

封
の
 

書
 

狀
が
函
 

館
 

美
 

以
敎
會
 

か
ら
 

届
き
 

ま
し
 

た
。
 

披
 

い
て
 

見
ま
す
 

と
 

意
外
な
 

事
に
 

は
、
 

彼
等
が
 

要
求
し
た
 

退
會
の
 

許
可
で
は
な
く
て
、
 

前
に
 

寄
贈
し
て
 

來
た
 

七
百
餘
 

圓
を
卽
 

座
に
 

電
報
 

爲
替
で
 

返
却
せ
 

よ
と
の
 

催
促
で
あ
っ
た
 

の
で
す
。
 

今
の
 

有
様
で
 

申
し
ま
す
 

と
、
 

基
督
の
 

信
徒
と
 

な
り
ま
す
 

事
と
、
 

一
 

宗
 

一
 

派
の
 

敎
會
 

員
と
 

な
り
ま
す
 

事
と
 

は
、
 

全
然
 

意
義
 

を
 

異
に
し
て
 

居
る
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

迫
害
 

は
必
 

す
敎
會
 

員
と
 

な
る
 

前
に
 

基
督
の
 

信
者
と
 

な
っ
た
 

者
の
 

上
に
 

落
ち
て
 

參
 

り
ま
す
。
 

そ
れ
 

故
 

迫
害
 

は
 

新
 

年
 

早
々
 

か
ら
 

此
の
 

憐
れ
な
る
 

一
 

圑
の
靑
 

年
の
 

上
に
 

落
ち
て
 

參
 

り
ま
し
た
。
 

七
 

百
圓
と
 

申
せ
ば
 

或
る
人
に
 

と
り
ま
し
て
 

は
 

僅
か
の
 

金
で
 

1
 

日
豪
 

遊
の
 

費
に
 

も
 

足
ら
ぬ
 

程
で
 

あ
り
ま
せ
 

う
が
、
 

貧
乏
 

書
生
の
 

寄
 

合
 

ひ
に
 

取
り
ま
し
て
 

は
 

容
易
な
ら
 

ざ
る
 

巨
額
で
あ
り
ま
す
。
.
 

美
 

以
敎
會
 

は
札
楳
 

信
徒
が
 

少
數
で
 

微
力
な
る
 

を
 

知
っ
て
 

居
り
ま
す
 

が
 

故
に
、
 

此
の
 

催
促
 

を
し
た
な
ら
ば
 

其
の
 

意
志
 

を
 

枉
げ
、
 

主
義
 

主
張
 

を
 

捨
て
 

X、
 

迷
へ
 

る
 

羊
 

は
 

再
び
 

美
 

以
敎
會
 

と
 

云
 

ふ
 

牧
者
に
 

集
ま
る
 

と
 

信
じ
た
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

然
し
 

乍
ら
 

此
の
 

一
群
の
 

迷
へ
 

る
 

羊
は
不
 

幸
に
 

し
て
 

尙
ほ
 

此
の
 

牧
者
の
 

心
 

を
 

疑
 

は
す
に
 

は
 

居
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
 

。
金
錢
 

で
 

人
の
 

良
心
 

を
 

彼
是
れ
 

し
ょ
う
と
 

す
る
 

の
 

は
、
 

俗
人
の
 

中
の
 

俗
人
が
 

慣
用
す
 

る
 

手
段
で
あ
り
ま
す
。
 

迷
へ
 

る
 

羊
 

は
 

決
心
 

致
し
ま
し
た
。
 

七
 

百
圓
の
 

金
を
斷
 

じ
て
 

返
濟
 

し
ょ
う
、
 

返
濟
 

す
る
 

迄
 

は
 

我
等
の
 

獨
立
は
 

全
く
 

出
来
た
 

と
 

は
 

云
へ
 

な
い
。
 

然
し
 

乍
ら
 

憐
む
 

可
き
 

彼
等
 

は
 

如
何
に
し
て
 

此
の
 

纏
ま
っ
た
 

七
 

百
 

圓
の
金
 

を
 

得
 

ま
せ
 



う
や
。
 
彼
等
 
は
洽
ど
 
途
方
に
 
暮
れ
 
ま
し
た
が
 
遂
に
 
躊
踡
 
す
る
 
事
な
 
く
、
 
斷
 じ
て
 
如
何
な
る
 
方
法
で
 
も
 講
じ
て
 

悉
^
:
 共
の
 
金
 を
 
返
さ
 

う
と
 
決
心
 
致
し
ま
し
た
。
 
丁
度
 
前
年
 
十
 
一
 月
 
十
五
 
日
 
一
 封
の
 
書
が
 
卒
然
 
太
平
洋
 
を
 越
え
て
 
ク
ラ
 

ー 
ク
 
先
生
の
 
許
か
ら
 
參
 り
ま
し
た
。
 

先
生
 
は
 自
分
の
 
弟
子
 
等
が
 
寄
 合
っ
て
 

一
 っ
獨
 
立
し
た
 
敎
會
を
 
建
て
る
 
と
 
云
 ふ
 企
圖
を
 
非
常
に
 
赘
 成
獎
勵
 
し
た
。
 

書
.
 向
と
 
共
に
 
t
K
U
M
 

を
 送
っ
て
 
吳
れ
 
た
の
が
 
殘
 
つ
て
 
居
り
ま
し
た
 
の
で
、
 
種
々
 
な
る
 
工
夫
 
算
段
の
 
結
果
、
 
貧
乏
 
書
生
が
 
有
っ
て
 
る
 限
り
の
 
財
教
 
を
し
 
ぼ
つ
 

て
 贰
百
圓
 
を
 
調
達
し
、
 

一
 先
づ
 
そ
れ
 
を
 電
信
で
 
返
濟
 
し
ま
し
た
。
 
而
 し
て
 
其
の
後
 
も
 
各
 會
員
は
 
凡
て
の
 
勞
苦
を
 
共
に
 
頒
 ち
あ
っ
て
 
漸
 

次
返
濟
 
し
、
 
十
 一 一

月
 一 一

十
 八
日
 
遂
に
 
全
部
 
を
 償
却
し
 
ま
し
た
の
で
、
 
美
 以
敎
會
 
の
 十
二
月
 
二
十
 
八
 H
 
の
 大
會
で
 
逸
に
 
札
 幌
^
^
 
の
^
ぉ
 

を
 認
め
ま
し
た
 
か
ら
、
 
彼
等
 
は
 天
下
晴
れ
て
 
何
處
 
か
ら
 
も
 朿
縳
を
 
受
け
な
い
 
獨
立
獨
 
歩
の
 
ー
圑
 
と
な
り
ま
し
た
。
 

赛
 業
の
 
量
か
ら
 
屮
 

し
ま
 
す
れ
ば
、
 
小
な
る
 
事
に
 
は
 相
違
あ
り
ま
せ
ん
 
が
、
 
其
の
 
種
類
か
ら
 
申
し
 
ま
す
れ
ば
、
 
彼
等
が
 
獨
 立
の
 
旃
幟
を
 
鮮
明
に
 
致
し
 
ま
し
 

た
の
 
は
 決
し
て
 
小
な
る
 
事
で
 
は
な
い
 
と
 思
 
ひ
ま
す
。
 
歷
史
を
 
繰
り
返
し
て
 
見
ま
す
 
る
と
、
 
歐
洲
ゃ
 
米
^
に
 
行
 
は
れ
た
 
ウ
小
敎
 
に
の
 
ぶ
^
 

喑
鬪
は
 
其
の
 
中
心
に
 
於
て
 
は
必
す
 
此
の
 
問
題
、
 
卽
ち
 
基
督
の
 
敎
訓
を
 
宗
派
 
的
 束
縛
か
ら
 
脫
 
せ
し
め
よ
う
と
 
云
 ふ
 群
に
 
歸
 お
し
て
 
が
る
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

而
 し
て
 
彼
の
 
國
に
 
於
て
 
は
 永
く
 
傳
說
ゃ
 
習
 惯
の
爲
 
め
に
 
成
就
し
 
兼
ね
た
 
靠
 を
 
彼
等
 
微
弱
な
る
 
 
一 ̂

の
^
:
 
年
 
は
 成
就
 

し
た
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 
神
の
 
事
業
 
は
屨
ょ
 
税
吏
 
や
 娼
婦
 
や
 漁
夫
 
や
 農
民
 
や
に
よ
 
つ
て
 
成
就
せ
ら
れ
 
る
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 
斯
く
ク
 
W
 
け
 

の
 基
礎
の
 
全
 體
は
實
 
に
 明
治
 
十
五
 
年
 十
一
 
一
月
 一 一

十
 八
日
に
 
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
 
常
敎
會
 
は
 此
の
 
天
職
 
を
 神
か
ら
 
投
 け
ら
れ
て
 
今
 U
 
ま
 

で
 其
の
 
存
在
 
を
續
 
け
て
 
居
る
 
の
で
、
 
若
し
 
當
敎
會
 
が
 此
の
 
天
職
 
を
曠
 
し
く
し
 
な
か
っ
た
な
ら
ば
 
如
何
な
る
^
お
 
に
も
 
打
ち
 
脇
ち
 

き
 箸
で
あ
り
ま
す
。
 
私
共
の
 
力
 は
 至
っ
て
 
微
弱
で
、
 
今
日
 
迄
に
 
成
し
遂
げ
た
 
所
 は
 決
し
て
 
犬
で
は
あ
り
ま
せ
ん
 

が
、
 
お
敎
^
 
外
に
 
も
 

尙
 ほ
か
-
 

r る
 天
隞
を
 
認
め
て
 
居
ら
る
 

\ 
諸
君
の
 
同
情
者
と
 
な
り
、
 

一
 臂
の
 
力
と
 
な
り
、
 
又
 諸
君
か
ら
 
も
 
同
情
 
を
^
て
 
此
の
 
ー 
お
を
^
 
徹
 

4J ん
と
 
し
て
、
 
今
 も
 
感
謝
し
て
 
懼
ん
で
 
此
の
 
敎
會
を
 
愛
護
し
て
 
居
る
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

斯
様
な
 
譯
で
 
兎
に
角
 
敎
會
の
 
設
立
 
は
 成
就
し
 
ま
し
た
が
、
 
依
然
と
し
て
 
牧
會
者
 
は
 御
座
い
ま
せ
す
、
 
鹆
來
の
 
共
：
 ̂
、
n
A
 
に
 化
き
 
ま
 

札
 
幌
獨
立
 
基
督
 
敎
會
 
沿
革
 
 
九
九
 
 

* 
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し
て
 
會
員
 
互
に
 
分
擔
 
し
、
 敎
務
 
か
ら
 
庶
務
 
會
 計
ま
で
 
を
處
理
 
し
、
 
一
 人
で
 
も
 手
 を
 空
し
う
 
し
て
 
居
る
 
者
 は
な
く
、
 
日
曜
日
の
 
朝
夕
 
竝
に
 

水
曜
日
の
 
禮
拜
 
は
靑
年
 
信
徒
が
 
交
代
し
て
、
 
司
の
 
講
壇
に
 
立
つ
 
人
と
 
煖
爐
に
 
薪
 を
 運
ぶ
 
人
と
 
は
 同
じ
 
尊
敬
 
を
 受
け
 
同
じ
 
權
威
を
 
有
し
 

た
 次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
よ
り
 
先
き
 
明
治
 
十
 W
 年
の
 
頃
、
 
札
幌
 
市
中
 
を
 別
っ
て
 

s: 箇
の
傳
 
道
區
と
 
致
し
、
 
各
 區
に
集
 
會
所
を
 
置
き
、
 
信
徒
 
等
 は
 交
代
し
て
 

熱
心
な
 
傳
道
を
 
致
し
 
ま
し
た
が
、
 
明
治
 
十
五
 
年
 九
月
 
辻
 元
 全
 二
 氏
が
 
来
ら
れ
て
 
傳
道
師
 
と
な
ら
れ
 
て
か
ら
 
は
、
 
敎
勢
頓
 
か
に
 
振
 
ひ
ま
 

し
て
、
 

其
の
後
 

明
治
 

一 
一
十
 

年
の
 

末
 

迄
に
 

入
會
 

し
た
 

者
の
 

數
は
 

六
十
 

餘
 

名
に
 

達
し
 

ま
し
た
が
、
 

其
の
 

中
靑
年
 

書
生
 

は
 

僅
か
に
 

七
 

八
 

名
で
 

大
 

部
分
 
は
質
實
 
勤
勉
な
 
商
人
の
 
人
々
 
で
あ
り
ま
し
た
。
 

此
の
 
人
々
 
の
 中
に
は
 
生
活
と
 
最
も
 
密
接
し
た
 
信
仰
 
を
 有
 た
れ
た
 
人
々
 
が
 多
く
、
 

眞
 率
忠
實
 
な
る
 
會
員
 
と
し
て
 
敎
會
を
 
重
か
ら
 
し
め
、
 
今
に
 
至
る
 
迄
渝
ら
 
ざ
る
 
誠
意
 
を
 
示
さ
れ
 
ま
す
る
 
事
 
は
、
 今
日
 
此
の
 
盛
典
に
 
臨
み
 
ま
 

し
て
 
殊
に
 

ニー  1  一口せ ね
ば
な
ら
ぬ
 
所
で
あ
り
ま
す
。
 

又
 明
治
 
十
六
 
年
 七
月
に
 
起
り
 
ま
し
た
 
婦
人
 
會
は
、
 
毎
月
 
ニ
囘
會
 
員
の
 
宅
に
 
會
し
、
 

編
物
 
裁
縫
な
 
ど
 
を
し
て
 
實
 質
的
に
 
敎
會
を
 
補
助
 
せ
ら
れ
た
 
事
 も
 容
易
な
 
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

か
く
 
當
敎
會
 
の
 事
業
 
は
 年
を
逐
 
う
て
 
益
 
M 有
望
と
 
な
り
、
 
忙
 は
し
く
な
 
り
 
行
き
ま
す
 
間
に
、
 
敎
會
の
 
設
立
に
 
盡
 力
し
、
 

又
 其
の
 
事
 

務
に
 
密
接
の
 
關
係
 
あ
る
 
人
々
 
は
 段
々
 
札
幌
を
 
去
っ
た
り
、
 

又
は
 
業
務
 
繁
忙
の
 
爲
 め
に
 
十
分
の
 
盡
カ
 
を
す
 
る
 
事
が
 
出
来
な
く
な
る
 
様
な
 

事
情
か
ら
、
 
牧
會
傳
 
道
の
 
事
務
 
は
 大
島
正
 
健
、
 辻
 元
 全
 
一 二

 
一
氏
に
 
御
依
賴
 
す
る
 
事
に
 
な
り
ま
し
た
。
 
殊
に
 
大
島
氏
 
は
 其
の
 
同
窓
 
等
が
 
或
 

は
 事
業
 
を
 企
て
、
 
或
は
 
洋
行
 
を
圖
 
り
、
 
そ
の
 
本
懷
を
 
伸
ば
さ
ん
 
と
 試
み
た
 
間
に
 
も
、
 尙
ほ
 
此
の
 
幼
稚
 
羸
弱
な
る
 
當
敎
 
會
を
昆
 
捨
て
る
 
に
 

あた 

忍
び
す
、
 
獨
り
 
踏
み
 
止
っ
て
 
明
治
 
一 一

十
 五
 年
ま
で
 
牧
會
の
 
任
に
 
膺
 ら
れ
た
 
事
 は
 私
共
 
敎
會
 
員
の
 
深
く
 
感
謝
す
 
る
 所
で
あ
り
ま
し
て
、
 
當
 

敎
會
が
 
其
の
 
基
礎
 
竝
に
 
制
度
に
 
於
て
 
今
日
 
あ
る
 
を
 
見
ま
す
 
る
の
 
も
 
同
氏
の
 
同
情
と
 
盡
カ
 
と
に
 
負
 
ふ
 所
 多
大
な
る
 
事
で
あ
り
ま
す
。
 

以
上
 
申
 
上
げ
ま
し
た
 
通
り
、
 
當
敎
會
 
の
 足
並
み
 
は
 割
合
に
 
滑
 か
に
 
漸
次
 
歩
 を
 進
め
ま
し
て
 
明
治
 
十
七
 
年
に
 
な
り
 
ま
し
た
が
、
 
段
々
 

會
 員
の
 
數
も
增
 
加
す
 
る
に
 
從
 ひ
ま
し
て
、
 
會
堂
 
も
手
狹
 
に
な
り
 
ま
し
た
 
故
、
 
寄
附
 
金
 を
 募
集
し
，
 
藤
 田
 九
三
郞
 
氏
の
 
設
計
の
 
下
に
 
明
 



治
 

十
八
 

年
 

五
月
 

ェ
を
 

起
し
、
 

七
月
に
 

亙
っ
て
 

新
築
の
 

會
堂
を
 

建
築
 

致
し
ま
し
た
。
 

そ
れ
 

は
 

今
 

私
共
の
 

用
ゐ
 

つ
-
あ
る
 

此
の
^
:
 

堂
で
 

あ
 

り
ま
す
。
 
建
築
 
萬
 般
に
千
 
參
百
八
 
拾
 五
圓
を
 
要
し
ま
し
た
。
 
嘗
て
 
は
甙
百
 
餘
圓
を
 
支
出
し
て
 
長
屋
の
 

一
 楝
を
購
 
ひ
、
 
祌
の
 
殿
堂
が
 
出
 

來
 た
と
 
喜
ん
だ
 
會
 員
に
 
取
り
ま
し
て
 
は
、
 
此
の
 
建
築
 
は
實
 
に
莊
嚴
 
無
比
な
る
 

ソ 
ロ
モ
ン
 
の
 殿
堂
に
 
も
 
比
ぶ
 
可
き
 
も
の
で
 
あ
り
ま
し
た
 

の
で
す
。
 
こ
れ
 
は
歡
 
喜
の
 
音
信
で
あ
り
ま
す
 
が
、
 
美
し
く
 
建
て
ら
れ
た
 
#
 堂
の
 
中
に
は
 
又
 悲
哀
の
 
音
信
 
も
傳
 
へ
ら
れ
ね
ば
 
な
り
 
ま
せ
 

ん
。
 
そ
れ
 
は
 次
の
 
様
な
 
次
第
で
 
御
座
り
ま
す
。
 

今
で
も
 
左
様
で
あ
り
ま
す
 
が
、
 其
の
 
頃
 は
 殊
に
 
基
督
 
敎
界
に
 
不
問
の
 
眞
理
 
と
し
て
 
認
め
ら
れ
て
^
 
り
ま
し
た
^
 
の
屮
 
に
、
 按
了
禮
 
と
 

云
 
ふ
 も
の
 
を
 受
け
な
い
 
牧
會
者
 
は
 洗
禮
と
 
晩
餐
の
 
禮
を
 
施
行
す
 
る
 
事
が
 
出
來
 
な
い
 
と
 
云
 
ふ
 事
で
あ
り
ま
す
、
 
然
る
に
 
我
が
 
敎
^
:
 
は
 叫
 

洽
十
丸
 
年
 臨
時
 
總
會
を
 
開
き
ま
し
て
 
按
手
 
禮
を
 
受
け
て
 
居
ら
ぬ
 
大
島
 
氏
に
 
洗
 ̂
晩
餐
の
 
式
 を
 司
ら
せ
る
 
と
 
云
 
ふ
^
を
 
議
^
^
し
 
ま
し
 

た
 所
が
、
 
秩
序
と
 
儀
式
と
 
を
 重
ん
 
す
る
 
基
督
 
敎
界
の
 
紳
士
 
は
 盛
ん
に
 
非
難
の
 
聲
を
 
擧
げ
、
 
越
 權
の
處
 

で
あ
る
と
^
 
め
ろ
^
;
 
も
 
あ
り
 

洗
禮
の
 
無
效
を
 
叫
ぶ
 
も
の
 
も
 
あ
り
 
甚
だ
し
き
 
に
 至
っ
て
 
は
 私
共
 
を
 
目
し
て
 
異
端
 
邪
 敎
の
輩
 
だ
と
 
罵
る
 
も
の
 
も
 
あ
る
に
.
 
允
り
 
ま
し
た
。
 

一
 應
御
尤
 
の
 事
で
 
は
あ
り
 
ま
す
が
、
 

人
 を
 異
端
 
邪
敎
視
 
致
し
ま
す
 
に
 は
 相
當
に
 
精
密
な
 
顧
慮
 
を
 要
す
る
 
事
で
 
御
座
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
 

同
年
 
七
月
 
農
舉
 
校
の
 
出
身
者
 
某
が
 
肺
 患
に
 
罹
り
ま
し
て
 
入
院
し
、
 
基
督
 
敎
に
 
接
し
て
 
洗
 禮
を
大
 
島
 氏
に
 
請
 
ひ
ま
し
た
 
か
ら
、
 
大
^
 
氏
 

は
 其
の
 
式
 を
 
司
り
ま
し
た
。
 

所
が
 
折
し
 
も
當
時
 
札
幌
に
 
滞
在
中
で
あ
っ
た
 
外
國
宜
 
敎
師
 
か
ら
 
乎
^
い
 
抗
議
が
 
あ
り
、
 

じ
く
 
滞
 札
 巾
 

の
 新
 島
 襄
氏
も
 
頻
り
に
 
按
手
 
禮
を
 
受
け
ん
 
こ
 
を
大
島
 
氏
に
 
勤
め
ら
れ
ま
し
た
 
の
で
、
 
當
敎
會
 
は
 明
治
 
一 一

十
 ギ
十
 
バ
ー
 
一
十
 五
 ロ
を
以
 

て
 左
の
 
如
き
 
書
面
 
を
 東
京
 
諸
 敎
會
の
 
牧
師
 
竝
に
 
宣
教
師
の
 
中
 某
々
 
の
 人
に
迗
 
り
ま
し
た
。
 
其
の
 
文
面
 
は
 次
の
 
如
く
で
あ
り
ま
す
。
 

益
 
i 御

淸
福
 
奉
賀
 
候
陳
ば
 
當
札
幌
 
及
び
 
其
 近
 郡
に
 
於
て
 
幅
 音
の
 
勢
力
 
日
々
 
熾
に
 
相
 成
 候
に
 
付
き
 
此
際
 
弊
^
 
は
 愈
よ
 
獨
立
 
S
 體
^
 
と
 

基
礎
と
 
を
 
鞏
固
に
 
し
て
 
益
ぶ
 
傳
 道
に
 
從
事
可
 
仕
 所
存
に
 
候
 處
弊
會
 
に
 は
 未
だ
 

一 般
他
 
敎
會
の
 
公
認
 
を
 
受
け
て
 
洗
 禮
と
晚
 
^
と
の
 
式
 

を
 
司
る
 
者
 無
之
爲
 
め
に
 
大
に
 
不
便
 
を
 感
じ
 
候
に
 
付
き
 
從
來
 
弊
會
の
 
主
任
者
な
る
 
大
^
正
 
储
 氏
に
 
今
 囘
其
權
 
を
 I： 公

^
 
被
 下
 度
 念
願
 

札
 
幌
獨
立
 
基
 
眘
敎
會
 
沿
革
 
 

1
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I 〇
 
二
 

に
付
き
 

一
 應
御
依
 
賴
申
上
 
候
 尤
も
 
御
 承
知
の
 
如
く
 
弊
 會
は
他
 
敎
會
と
 
は
 其
 起
源
 
を
 異
に
せ
る
 
敎
會
に
 
候
 得
 者
 何
卒
 
札
幌
獨
 
立
敎
會
 

會
 員
の
 

一
 人
と
 
し
て
 
同
氏
に
 
按
手
 
禮
御
 
授
け
 
被
 下
 度
 候
 又
 御
 黉
成
被
 
下
 候
 諸
 敎
師
に
 
は
 可
成
 
御
 立
 會
被
下
 
候
 様
 御
 周
旋
 
を
 仰
ぎ
 
候
 

草
々
 
頓
首
 

明
治
 
一 一

十
 年
 十
月
 
1 1

 十
五
 
日
 

札
 
幌
獨
立
 
基
督
 
敎
會
 
書
記
 

さ
う
 
致
し
ま
す
 
る
と
、
 
植
村
 
正
久
、
 
井
深
 
梶
之
 
助
、
 小
崎
弘
 
道
、
 本
多
庸
 
一
等
の
 
諸
氏
か
ら
 
承
諾
の
 
返
事
が
 
來
 ま
し
た
の
で
、
 
明
洽
 

二
十
 
一
年
 
一
 月
 
十
一
 
百
 
東
京
 

一
 番
町
 

一
 致
敎
會
 
堂
に
 
於
て
 
東
京
 
諸
 敎
會
の
 
牧
師
か
ら
 
試
驗
を
 
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
 
然
し
な
が
ら
 
此
の
 

按
手
 
禮
の
 
式
場
で
 
持
ち
 
上
っ
た
 
提
議
の
 
結
果
、
 
大
島
氏
 
は
 札
 幌
獨
立
 
基
督
 
敎
會
會
 
員
と
 
し
て
 

ビ 
は
な
く
、
 
組
合
 
敎
會
の
 

一
 牧
師
と
 
し
て
 

按
手
 
禮
を
 
受
け
さ
せ
ら
れ
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 
斯
様
に
 
し
て
 
私
共
 
は
洗
禮
 
晩
餐
の
 
二
 大
禮
を
 
司
り
 
得
る
 
牧
師
 
を
 得
ま
し
た
 
—
 
玆
に
 

申
 添
へ
 
ま
す
が
 
私
共
 
は
 大
島
氏
 
は
 始
め
か
ら
 
此
の
 
二
 大
禮
を
 
司
り
 
得
た
 
の
 だ
と
 
思
 
ひ
ま
す
 
—
—
 
が
 私
共
に
 
取
り
ま
し
て
 
は
、
 
私
共
の
 

中
に
 
組
合
 
敎
會
の
 
牧
師
な
る
 
大
島
 
先
生
 
を
 戴
き
ま
す
 
る
よ
り
も
、
 
獨
立
 
敎
會
の
 
平
民
な
る
 
大
島
君
 
を
 有
す
る
 
方
が
 
遙
 か
に
 
嬉
し
い
 
事
 

で
あ
っ
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 
私
共
 
は
 謙
 讓
を
擧
 
む
で
 
讓
歩
を
 
致
し
た
 
結
果
と
 
し
て
、
 
否
 神
の
 
命
す
 
る
 所
よ
り
も
 
儀
式
の
 
命
す
 
る
 所
 を
 

重
む
 
じ
ま
し
た
 
結
果
と
 
し
て
 
か
 
\ 
る
 
主
の
 
義
鞫
に
 
遇
 は
ね
ば
 
な
ら
 
な
く
な
っ
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
 
は
 偏
に
 
私
共
 
自
身
 
を
責
 
む
る
 

意
 を
 表
 は
す
 
爲
め
 
に
か
く
 
委
し
く
 
申
 
上
げ
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

辻
 元
 全
！
 
一
氏
 は
 明
治
 
十
五
 
年
 以
來
大
 
島
 氏
 を
 助
け
て
 
熱
心
に
 
當
敎
 
會
の
爲
 
め
に
 
盡
 力
せ
ら
れ
 
ま
し
た
の
で
、
 
當
敎
會
 
が
 今
日
 
あ
る
 

を
尋
 
ま
す
る
 
の
 は
 固
よ
り
 
天
佑
に
 
依
る
 
事
で
あ
り
ま
す
 
が
、
 
又
實
 
に
忠
實
 
な
る
 
會
 員
の
 
熱
き
 
祈
禱
と
 
强
き
實
 
行
と
 
が
 
こ
れ
 
を
 翼
 成
し
 

た
の
 
は
 
云
 は
す
と
 
も
 明
か
な
る
 
事
で
、
 
私
共
 
は
是
 
等
の
 
方
々
 
に
對
 
し
て
 
特
別
の
 
感
謝
 
を
 表
 は
さ
す
 
に
 は
 居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 
幸
に
 
同
年
 

十
月
 
馬
場
 
種
 太
郞
氏
 
(
後
 竹
 內
と
 
改
姓
さ
れ
 
ま
し
た
)
 
が
 來
て
辻
 
元
 氏
の
 
跡
 を
 引
受
け
て
 
下
さ
れ
た
 
の
で
 
敎
會
の
 
受
け
た
 
大
打
 
擊
は
大
 



に
醫
 
さ
れ
ま
し
た
。
 

明
治
 

一 
一 十
 

年
頃
よ
り
 

は
歐
化
 

主
義
と
 

申
し
ま
す
 

一
 

種
の
 

風
潮
が
 

日
本
 

全
國
を
 

風
靡
 

致
し
 

ま
し
た
が
、
 

共
の
：
^
 

果
 

と
し
て
^
^
:
 

敎
も
 

一 
種
の
 

流
行
の
 

様
に
な
り
ま
し
て
、
 

明
治
 

二
十
 
 

一
 

、 
二
十
 

二
 

年
は
會
 

員
の
 

增
 

加
に
 

於
て
 

は
 

過
去
.
 

K
 

牛
^
に
 

於
け
 

る
教
 

お
の
^
^
 

S
 

代
 

と
も
 

申
す
べ
き
 

時
期
で
 

あ
り
ま
し
た
。
 

日
曜
日
の
 

禮
拜
に
 

臨
む
 

も
の
 

は
必
す
 

百
 

四
 

五
十
 

名
，
 

靑
年
會
 

も
：
^
 

人
^
も
 

活
^
 

を
：
^
 

し
、
 

市
 

內
傳
 

道
の
 

外
に
 

市
來
 

知
、
 

月
形
、
 

當
別
 

等
に
 

も
傳
 

道
の
 

範
圍
 

を
廣
 

め
、
 

明
治
 

二
十
 

三
年
 

一
月
に
 

行
っ
た
 

連
夜
：
 

脚
 

S
 

お
の
 

如
き
 

は
、
 

衆
 

實
に
 

二
百
 

數
十
 

名
に
 

及
び
、
 

老
婦
 

人
會
も
 

起
れ
ば
 

签
 

知
 

監
獄
 

內
 

に
も
 

求
道
者
が
 

現
 

は
れ
、
 

此
の
 

爲
 

め
に
 

一
人
の
 

傅
 

逍
師
を
 

要
し
 

ま
し
 

た
の
で
、
 

中
江
汪
 

氏
を
聘
 

し
て
 

こ
れ
に
 

當
 

つ
て
 

頂
き
、
 

市
 

來
知
敎
 

會
は
當
 

敎
會
に
 

合
併
し
、
 

娼
妓
の
 

中
に
 

も
^
^
に
 

列
席
し
て
 

近
 

を
 

聽
 

く
も
の
 

が
 

起
り
 

ま
す
 

様
な
 

次
第
で
、
 

救
 

は
 

實
に
稅
 

吏
 

や
 

娼
婦
か
ら
 

始
ま
る
 

か
と
 

思
 

は
れ
ま
し
た
。
 

然
し
 

か
-
 

* 
る
 

風
潮
 

は
 

長
く
 

繽
き
 

ま
せ
ん
で
、
 

明
治
 

I 
一
十
三
 

年
頃
か
ら
 

國
粹
 

主
義
と
 

云
 

ふ
 

反
動
的
 

風
潮
 

か
 

勢
力
 

を
^
う
 

し
て
^
り
 

ま
 

し
た
の
で
、
 

今
迄
 

火
の
 

如
く
 

熱
し
た
 

と
 

見
え
ま
し
た
 

基
督
 

敎
熱
は
 

脆
く
 

も
 

灰
の
 

様
に
 

冷
え
 

去
り
ま
し
て
 

信
者
の
 

數
は
兑
 

る
く
 

減
；
^
 

し
、
 

か
て
 

\ 
加
 

へ
て
 

三
月
に
 

は
 

中
 

江
 

氏
 

は
 

公
務
の
 

繁
忙
に
 

妨
げ
ら
れ
て
 

其
の
 

職
 

を
 

退
き
、
 

九
月
に
 

は
竹
內
 

氏
も
修
 

の
爲
 

め
に
^
^
 

を
 

提
出
さ
れ
 

ま
し
た
の
で
、
 

當
敎
會
 

は
 

牧
者
 

を
 

失
っ
た
 

群
羊
の
 

様
な
 

有
様
で
 

御
座
い
ま
し
た
。
 

か
く
 

敎
^
 

内
 

に
秫
々
 

の
 

W
 

苦
が
 

起
り
 

ま
 

し
て
 

會
 

員
の
 

希
望
が
 

搖
 

ぎ
ま
し
た
 

際
、
 

明
治
 

一 
一
十
三
 

年
 

當
敎
會
 

に
 

出
席
し
て
 

居
っ
た
 

信
徒
 

中
 

一 
致
 

派
の
 

人
々
 

は
常
敎
 

付
よ
り
 

分
離
し
 

て
 

市
中
に
 

自
己
の
 

講
義
 

所
 

を
 

造
る
 

事
に
 

な
り
、
 

一 
一
十
 

叫
 

年
に
 

は
 

美
 

以
敎
會
 

と
 

聖
公
會
 

と
が
 

新
に
 

起
り
 

ま
し
た
の
で
、
 

遂
に
 

札
幌
 

の
：
 

人
 

地
 

に
 

は
 

四
 

侗
の
敎
 

會
が
竝
 

び
 

立
つ
 

事
に
 

な
り
ま
し
て
、
 

當
敎
會
 

創
立
者
の
 

苦
心
 

は
 

容
易
な
ら
 

ぬ
 

手
痛
き
 

打
 

擎
を
受
 

け
ま
し
た
、
 

i
^
c
 

給
 

果
 

と
し
て
 

禮
拜
 

出
席
者
の
 

數
は
頓
 

に
 

減
退
し
、
 

苗
 

穗
傳
道
 

は
 

三
 

四
月
 

頃
に
 

全
廢
 

し
、
 

市
中
 

講
義
 

所
 

も
 

五
月
の
 

大
火
 

以
來
 

再
與
 

致
し
 

ま
 

せ
す
、
 

盛
大
 

を
 

誇
り
ま
し
た
 

婦
人
 

會
の
影
 

も
な
 

く
、
 

老
婦
 

人
會
 

の
み
 

纔
に
氣
 

息
 

を
 

保
ち
、
 

地
方
 

傳
 

道
の
 

如
き
 

は
 

仝
 

く
^
み
る
 

暇
の
 

な
 

い
 

事
に
 

な
り
ま
し
た
。
 

若
し
 

物
の
 

盛
に
 

な
り
 

ま
し
た
の
 

を
 

祌
に
對
 

し
て
 

感
謝
 

致
し
ま
す
 

の
が
 

基
督
 

信
徒
の
 

光
滎
 

で
あ
り
ま
す
な
ら
、
 

札
 

幌
镯
立
 

基
督
 

敎
會
 
沿
革
 
 

1
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四
 

其
の
 

衰
 

へ
た
の
 

を
 

見
て
、
 

其
の
 

衰
 

へ
た
 

原
因
 

を
考
 

へ
て
 

心
 

を
 

取
り
直
し
 

ま
す
の
 

も
 

大
切
な
 

義
務
で
あ
り
ま
す
。
 

「
基
督
の
 

苦
み
 

我
等
 

に
 

多
く
 

あ
る
が
 

如
く
 

我
等
の
 

安
 

慰
 

も
 

基
督
に
 

よ
り
て
 

多
し
」
 

と
 

云
 

ふ
 

一 百
 

葉
 

は
 

私
共
が
 

謹
む
 

で
 

服
膺
す
べ
き
 

も
の
 

だ
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

心
 

を
 

取
り
直
し
た
 

當
 

時
の
 

會
員
は
 

振
っ
て
 

當
敎
會
 

設
立
者
の
 

意
志
 

を
 

貫
徹
す
 

る
爲
 

め
に
 

諸
敎
派
 

合
同
の
 

責
に
 

任
じ
よ
う
と
 

決
心
 

致
 

し
ま
し
て
 

種
々
 

苦
心
 

を
 

致
し
て
 

居
り
ま
す
 

際
、
 

明
治
 

二
十
 

五
 

年
 

海
老
 

名
彈
正
 

氏
が
 

來
 

道
さ
れ
 

ま
し
た
の
で
、
 

當
敎
會
 

は
 

此
の
 

事
 

を
 

同
 

氏
に
 

相
談
 

致
し
ま
し
た
 

所
 

熱
心
に
 

黉
 

成
の
 

意
 

を
 

表
せ
ら
れ
、
 

日
本
 

基
督
 

敎
會
の
 

押
 

川
 

氏
、
 

美
 

以
敎
會
 

の
 

本
 

多
 

氏
 

等
と
 

協
議
の
 

上
 

北
海
道
 

に
 

於
け
 

る
傳
道
 

局
の
 

事
業
 

を
 

停
止
し
、
 

其
の
 

地
の
 

布
敎
は
 

一
 

圑
に
 

合
同
し
た
 

獨
 

立
の
 

敎
會
に
 

一
 

任
す
 

る
 

方
針
に
 

し
ょ
う
と
 

云
 

は
れ
て
 

其
の
 

歸
途
仙
 

臺
に
立
 

寄
っ
て
 

押
 

川
 

氏
に
 

相
談
さ
れ
 

た
 

相
で
 

あ
り
ま
し
 

た
が
、
 

押
 

川
 

氏
 

は
 

此
の
 

議
に
對
 

し
て
 

全
然
 

反
 

對
の
意
 

を
 

漏
ら
さ
 

れ
 

た
の
で
、
 

折
角
 

北
海
道
に
 

實
 

現
さ
る
 

ベ
 

か
り
し
 

當
敎
會
 

の
 

希
望
 

は
殘
 

念
な
が
ら
 

水
泡
に
 

歸
 

し
ま
し
た
。
 

尙
ほ
 

海
老
 

名
 

氏
 

は
 

好
意
 

を
以
 

て
 

當
敎
會
 

と
 

組
合
 

敎
會
 

と
の
 

合
同
 

を
勸
吿
 

せ
ら
れ
ま
し
た
 

け
れ
ど
も
、
 

こ
れ
に
 

は
當
敎
 

會
は
應
 

す
る
 

譯
に
參
 

り
 

ま
せ
な
ん
 

だ
。
 

と
 

云
 

ふ
 

譯
は
、
 

別
段
 

此
に
 

く
ど
 

し
く
 

申
す
 

必
要
 

は
な
い
 

樣
 

で
あ
り
 

ま
す
が
、
 

偶
に
 

は
 

此
の
 

邊
に
 

誤
解
 

も
 

あ
る
 

様
で
あ
り
ま
す
 

か
ら
 

一
 

言
 

申
 

述
べ
る
 

次
第
で
あ
り
ま
す
 

が
、
 

當
敎
會
 

の
 

願
 

ひ
 

は
 

諸
 

宗
派
 

を
 

合
同
し
て
 

勢
力
の
 

扶
植
 

を
 

謀
ら
う
 

と
 

言
 

ふ
の
で
 

は
あ
り
ま
せ
ん
 

。
却
っ
て
 

反
 

對
に
諸
 

宗
派
 

を
 

無
く
な
し
て
 

凡
て
の
 

基
督
 

信
徒
が
 

一
 

體
 

に
な
る
 

事
に
 

盡
 

力
し
ょ
う
 

と
 

云
 

ふ
の
で
 

あ
り
ま
す
。
 

札
 

幌
獨
立
 

敎
會
が
 

あ
 

る
の
 

は
 

取
り
 

も
 

直
さ
す
 

一
 

つ
の
 

新
 

宗
派
 

を
 

樹
立
す
 

る
 

事
で
、
 

當
敎
會
 

其
の
 

者
の
 

主
義
 

天
職
と
 

稱
 

す
る
 

も
の
と
 

全
然
 

反
對
 

矛
盾
し
た
 

現
 

象
 

だ
と
の
 

非
難
 

も
 

あ
る
 

様
で
あ
り
ま
す
 

が
、
 

そ
れ
 

は
さ
う
 

非
難
す
 

る
 

人
の
 

誤
解
で
、
 

當
敎
會
 

は
 

凡
て
 

の
 

宗
派
が
 

合
同
す
 

る
と
 

同
時
に
 

消
 

滅
 

す
べ
き
 

運
命
に
 

あ
る
 

も
の
な
る
 

事
 

を
 

御
 

承
知
な
い
 

の
に
 

依
る
 

事
と
 

信
じ
ま
す
。
 

喑
夜
を
 

照
す
 

爲
 

め
の
 

細
き
 

燈
は
 

日
の
出
 

づ
 

る
と
 

共
 

に
 

光
 

を
 

失
 

ふ
の
 

は
當
然
 

で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
 

故
 

當
敎
會
 

は
 

組
合
 

敎
會
と
 

合
同
し
て
 

他
派
に
 

對
峙
 

す
る
と
 

云
 

ふ
 

態
度
に
 

出
る
 

の
 

を
 

担
ん
 

だ
 

次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

明
治
 

一 
一
十
 

六
 

年
 

七
月
 

我
等
 

は
竹
內
 

氏
の
 

盡
カ
 

に
よ
っ
て
 

四
方
 

素
 

氏
 

を
 

牧
師
と
 

し
て
 

招
聘
す
 

る
 

事
に
 

な
り
、
 

明
 

治
 

二
十
 

七
 

年
 

四
月
 

八
日
 

當
敎
會
 

は
 

臨
時
 

總
會
を
 

開
き
、
 

信
 

w
 

條
例
 

竝
に
會
 

員
の
 

心
得
 

及
び
 

約
束
 

を
 

修
訂
 

致
し
ま
し
た
。
 

舊
來
 

は
萬
國
 



幅
 

昔
 

同
盟
 

會
の
 

信
條
を
 

用
ゐ
來
 

つ
て
 

居
り
 

ま
し
た
が
、
 

其
の
 

字
句
が
 

檠
雜
で
 

拘
泥
す
 

る
 

所
が
 

多
く
、
 

當
敎
會
 

で
用
ゐ
 

る
に
 

は
 

不
適
 

當
 

と
 信
じ
 
ま
し
た
が
 
故
に
 
左
の
 
如
く
 
 
r
 會
員
の
 
約
束
」
 
な
る
 
も
の
 
を
 定
め
ま
し
た
。
 

札
幌
 

基
督
 

敎
會
會
 

員
の
 

約
束
 

我
等
 

は
 

$
 

新
舊
兩
 

約
 

聖
書
の
 

敎
 

示
に
 

從
 

ひ
て
 

唯
 

一
 

の
 

天
父
 

及
び
 

救
主
ィ
 

H 
ス
 

• 
キ
リ
ス
ト
 

を：
 

^
じ
 

罪
 

を
悔
改
 

め
 

身
 

を
獻
 

げ
て
ボ
 

へ
 

奉
ら
ん
 

こ
と
 

を
 

願
 

ひ
 

信
仰
の
 

同
じ
き
 

に
よ
り
て
 

共
に
 

札
幌
 

基
督
 

敎
會
 

の
會
 

員
た
り
。
 

我
が
 

敎
會
は
 

我
等
 

會
員
 

一
同
の
 

組
織
す
 

る
 

所
 

な
れ
ば
 

各
自
の
 

得
る
 

所
に
 

從
ひ
、
 

應
 

分
の
 

金
 

を
 

出
し
て
 

こ
れ
 

を
 

維
持
す
べ
し
。
 

我
が
 

敎
會
の
 

盛
ん
な
る
 

も
衰
 

ふ
る
 

も
榮
 

ゆ
る
 

も
枯
 

る
^
-
も
 

皆
 

我
等
が
 

忠
實
 

な
る
と
 

否
ざ
る
 

と
に
 

よ
る
が
 

故
に
、
 

我
等
 

は
 

各
自
の
^
 

務
を
 

怠
ら
す
 
責
任
 
を
 盡
す
事
 
を
勉
む
 
ベ
 し
。
 

我
等
 

は
 

我
が
 

敎
會
の
 

典
禮
を
 

重
ん
じ
 

規
則
 

を
恪
 

守
し
 

キ
リ
ス
ト
の
 

教
訓
に
 

從
ひ
 

世
の
 

光
と
 

な
り
 

地
の
 

鹽
 

と
な
ら
ん
^
 

を
 

期
す
。
 

會
 

堂
に
 

於
て
 

會
員
 

共
に
 

祌
を
禮
 

拜
し
又
 

祌
の
道
 

を
學
ぶ
 

事
と
 

日
曜
 

を
聖
く
 

守
る
 

事
 

は
 

我
等
の
 

靈
 

魂
の
 

爲
 

め
に
^
 

だ
^
:
 

益
な
 

り
と
：
^
 

神
の
 
道
の
 
世
に
 
弘
 ま
り
 
衆
人
の
 
救
 は
れ
ん
 
爲
 め
に
 
我
等
 
は
 力
 を
 致
す
べ
し
。
 

願
く
 

は
 

神
卽
ち
 

我
等
の
 

天
父
 

は
 

我
等
 

を
惠
み
 

我
等
 

を
し
て
 

相
愛
し
 

相
 

助
け
て
 

神
の
 

子
た
 

る
の
 

榮
を
撝
 

げ
し
め
 

給
 

は
ん
 

事
 

を
。
 

私
共
の
 

信
じ
て
 

行
 

は
ん
と
す
 

る
 

所
 

は
 

唯
 

こ
れ
 

だ
け
で
あ
り
ま
す
。
 

此
の
 

約
束
 

は
 

其
の
後
 

字
句
の
 

上
に
 

多
少
の
 

修
正
 

を
 

致
し
 

ま
ま
し
 

た
が
、
 

大
體
に
 

於
て
 

は
 

其
の
儘
 

今
日
ま
で
 

用
ゐ
て
 

居
り
ま
す
。
 

私
共
 

は
こ
れ
 

を
 

以
て
 

十
分
 

滿
足
 

致
し
て
 

お
り
ま
す
。
 

明
治
 

I 
一
十
 

九
 

年
 

此
の
 

年
ま
で
 

講
義
 

所
で
あ
っ
た
 

組
合
 

敎
會
に
 

は
 

敎
會
の
 

組
織
が
 

出
來
 

上
り
ま
し
て
、
 

札
 

幌
に
は
 

五
 

個
の
 

敎
^
 

が
 

あ
 

る
 事
に
 
な
り
ま
し
た
。
 

札
 

幌
獨
立
 

基
督
 

敎
會
 
沿
革
 
 

一
〇
 

五
 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一
〇
 

六
 

其
の
後
 

當
敎
會
 

は
 

明
治
 

三
十
 

三
年
に
 

至
.
^
 

ま
す
 

迄
 

さ
し
た
 

る
 

波
 

灑
 

も
な
 

く
 

起
伏
 

も
な
 

く
 

過
し
 

ま
し
た
。
 

所
謂
 

沈
滯
の
 

時
代
で
 

あ
り
 

ま
し
て
、
 

日
 

淸
戰
爭
 

以
後
 

人
民
 

一
 

般
の
 

傾
向
が
 

功
利
的
 

現
世
 

的
に
 

な
っ
た
 

の
に
 

起
因
す
 

る
 

所
が
 

多
い
 

と
 

存
じ
ま
す
 

T
 

進
む
 

事
な
 

き
 

は
 

退
く
 

に
も
 

劣
れ
り
」
 

と
の
 

諺
 

を
 

深
く
 

感
じ
ま
し
た
 

時
で
あ
り
ま
す
 

つ 
此
の
 

年
 

當
敎
會
 

は
 

出
席
者
の
 

少
ぃ
爲
 

め
に
 

祈
禱
 

會
は
廢
 

し
、
 

明
治
 

三
十
 

一 
一
年
の
 

如
き
 

は
 

日
曜
日
の
 

禮
 

拜
に
當
 

つ
て
 

會
 

堂
に
 

集
っ
た
 

者
 

は
 

日
曜
 

學
 

校
の
 

敎
師
 

の
み
で
あ
っ
た
 

樣
な
事
 

も
 

あ
り
ま
し
た
。
 

是
 

よ
り
 

先
き
 

明
治
 

三
十
 

一
 

年
に
 

は
 

四
方
 

牧
師
 

職
を
辭
 

さ
れ
 

當
敎
會
 

は
 

再
び
 

中
 

江
 

氏
 

を
 

招
く
 

事
が
 

出
來
、
 

山
 

北
 

孜
氏
も
 

傳
道
師
 

と
し
 

て
 

暫
く
 

敎
務
を
 

補
助
せ
ら
れ
 

ま
し
た
、
 

明
治
 

三
十
 

三
年
に
 

入
り
ま
し
て
 

か
ら
 

當
敎
會
 

は
 

頓
に
沈
 

滯
の
氣
 

を
 

一
 

掃
し
て
 

靑
 

年
か
ら
 

老
人
 

に
 

至
る
 

ま
で
 

一
様
に
 

活
動
の
 

氣
に
滿
 

ち
ま
し
た
。
 

其
の
 

二
月
 

十
八
 

日
 

臨
時
 

總
會
を
 

開
き
 

規
則
に
 

改
正
 

を
 

加
へ
 

ま
し
た
。
 

卽
ち
、
 

1、
 

我
が
 

敎
會
 

を
獨
 

立
札
 

幌
 

基
督
 

敎
 

會
と
稱
 

す
る
 

こ
と
 

(
舊
 

規
則
 

「
本
會
 

を
札
幌
 

基
督
 

敎
會
 

と
稱
 

す
」
)
。
 

二
、
 

「
牧
師
 

は
會
 

衆
を
牧
 

し
禮
拜
 

及
び
 

傳
 

道
の
 

事
 

を
 

掌
る
」
 

と
 

云
へ
 

る
 

節
 

を
 

「
牧
師
 

は
 

會
衆
を
 

牧
し
禮
 

拜
傳
道
 

及
び
 

典
禮
を
 

掌
る
」
 

と
 訂
正
す
 
る
 事
。
 

三
、
 

「
牧
師
 

は
 

常
 

議
員
 

其
 

候
補
者
 

を
 

推
薦
し
 

總
會
の
 

決
議
 

を
 

經
て
之
 

を
 

確
立
す
 

る
 

者
と
 

す
」
 

な
る
 

節
 

を
 

加
 

ふ
る
 

事
。
 

の
 

三
 

件
で
あ
り
ま
す
。
 

卽
ち
當
 

敎
會
が
 

こ
れ
ま
で
 

他
 

を
 

憚
っ
て
 

稱
 

へ
な
か
っ
た
 

獨
 

立
の
 

二
字
 

を
 

公
然
 

稱
 

す
る
 

事
に
 

な
っ
た
 

の
と
、
 

當
 

敎
會
 

の
會
員
 

全
部
 

は
 

自
己
 

を
牧
 

し
て
 

く
れ
る
 

牧
師
 

を
定
 

む
る
 

權
 

利
と
 

責
任
と
 

を
 

有
し
、
 

牧
師
 

は
 

又
 

人
が
 

授
 

く
る
 

按
手
 

禮
と
云
 

ふ
が
 

如
 

き
も
の
 

を
 

受
け
す
 

と
も
 

凡
て
の
 

典
禮
を
 

司
り
 

得
る
 

も
の
と
 

な
っ
た
 

の
で
あ
り
ま
す
、
 

此
の
 

議
案
 

通
過
の
 

討
議
 

は
、
 

午
後
の
 

二
 

時
か
ら
 

八
 

時
に
 

及
び
 

其
の
 

結
果
と
 

し
て
 

中
 

江
 

氏
 

は
 

職
を
辭
 

す
る
 

事
に
 

な
り
 

ま
し
た
が
、
 

田
 

島
 

進
 

氏
 

は
 

日
本
 

基
督
 

敎
會
を
 

去
り
、
 

我
が
 

獨
立
主
 

あた 

義
を
 

賛
成
し
て
 

牧
會
の
 

任
に
 

I
！
 

ら
る
 

X 
事
に
 

な
り
ま
し
た
 

の
で
、
 

當
敎
會
 

の
 

前
途
に
 

は
 

更
に
 

一
 

道
の
 

光
明
 

を
認
 

む
る
 

こ
と
に
な
 

り
 

ま
 

し
た
。
 

其
の
 

間
に
 

靑
 

年
の
 

活
動
 

は
 

益
 

ぷ 
其
の
 

歩
武
 

を
 

進
め
ま
し
て
、
 

入
會
の
 

方
式
 

を
 

確
定
す
べ
き
 

場
合
に
 

立
ち
至
り
ま
し
て
、
 

會
員
 

の
 

熱
心
な
る
 

熟
議
の
 

結
果
、
 

明
治
 

三
十
 

四
 

年
 

三
月
 

七
日
の
 

総
 

會
で
洗
 

禮
晚
餐
 

停
止
の
 

議
が
 

決
せ
ら
れ
 

「
會
 

員
の
 

約
束
」
 

中
 

左
の
 

修
正
 



を
 致
し
ま
し
た
。
 

卽
ち
、
 

「
我
等
 
は
 我
が
 
敎
會
の
 
典
禮
を
 
重
ん
じ
 
規
則
 
を
恪
 
守
し
 
キ
リ
ス
ト
の
 
敎
訓
 
に
從
ひ
 
世
の
 
光
と
 
な
り
 
地
の
 
鹽
 と
な
ら
ん
 
事
 
を
 期
す
」
 

と
 

云
 ふ
 項
 を
、
 

「
我
等
 
は
 
キ
リ
ス
ト
の
 
教
訓
に
 
從
 ひ
て
 
身
 を
 神
の
 
意
に
 
適
 
ふ
聖
き
 
活
け
る
 
祭
 物
と
 
し
て
 
神
に
 
さ
-
 
げ
 
以
て
 
世
の
 
光
と
 
な
り
 
地
の
^
と
 

な
ら
ん
 
こ
と
 
を
 期
す
」
 

と
 
云
 
ふ
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 
洗
禮
と
 
晩
餐
と
 
に
對
 
す
る
 
當
敎
會
 
の
 態
度
 
は
 此
の
 
二
 大
禮
を
 
行
 は
ね
ば
 
基
督
 
敎
徒
 
と
な
る
^
が
 
出
來
ぬ
 

と
 
云
 
ふ
觀
念
 
を
絕
對
 
的
に
 
否
定
す
 
る
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 

こ
れ
 
を
 行
 
ひ
た
け
れ
ば
 
行
う
て
も
 
障
り
 
は
な
い
 
が
、
 

と
な
り
^
ろ
 

さ
は
 
 

，
 
 

o 

資
格
 
は
 そ
の
 
^
 
て
よ
り
 
て
 何
の
^
.
 
り
に
 
も
な
ら
 
ぬ
 事
 を
 確
信
す
 
る
に
 
あ
る
 
の
で
あ
り
ま
す
 

此
の
 
年
 八
月
 
田
 島
 
氏
 は
 米
 國
遊
擧
 
の
 爲
め
敎
 
職
を
辭
 
す
る
 
事
に
 
な
り
ま
し
た
 
の
で
、
 
暫
時
 
は
 他
敎
^
 
の
敎
^
 
S
 詣
パ
 
に
お
^
 
ひ
し
 

て
 日
曜
の
 
禮
拜
を
 
司
っ
て
 
頂
き
 
ま
し
た
が
、
 
後
に
 
は
會
 
員
が
 
交
代
し
て
 
感
 話
を
爲
 
し
、
 
初
期
に
 
於
け
 
る
常
敎
 
^
の
 
有
様
 
を
^
 
活
 し
て
 
W
 

り
ま
し
た
。
 
然
る
に
 
明
治
 
三
十
 
五
 年
 
三
月
 
宮
川
已
 
作
 氏
が
 
當
敎
 
會
を
牧
 
せ
ら
る
 
&
事
 
に
な
り
 
ま
し
た
。
 

{ぉ 川
 氏
 は
 
rn.il? 氏

と
 

：！： じ
く
 

明
治
 
學
院
の
 
出
身
で
 
敎
 會
の
獨
 
立
と
 
申
し
ま
す
 
事
に
 
非
常
に
 
同
情
 
を
 有
 た
れ
、
 
氏
に
 
こ
れ
 
最
も
 
頼
ん
で
^
 
つ
た
 
内
地
の
 
或
る
 
敎
^
 
に
 

名
殘
を
 
告
げ
て
 
當
敎
會
 
を
 助
け
ら
 
る
&
事
 
に
な
り
、
 

又
 設
立
 
以
來
當
 
敎
會
に
 
深
き
 
同
情
 
を
 寄
せ
て
 
居
ら
る
 

& 
內
衬
鑑
 

氏
も
^
,
^
 Y
 

忙
を
 
極
む
 
る
 暇
 を
 我
等
の
 
爲
 め
に
 
割
か
れ
て
 
明
治
 
三
十
 
四
 年
と
 
三
十
 
五
 年
と
 
に
わ
 
ざ
く
 
此
の
 
地
ま
で
 
參
 ら
れ
、
 
^
ど
 
凡
て
 
の
 時
^
 

を
當
敎
 
會
の
爲
 
め
に
 
割
か
れ
て
 
强
き
 
宗
敎
的
 
印
象
 
を
與
 
へ
ら
れ
た
 
事
 は
 特
に
 
此
處
に
 
申
し
上
げ
て
 
置
か
ね
ば
 
な
り
ま
せ
ん
。
 

明
治
 
三
十
 
七
 八
 年
 は
か
の
 
有
名
な
 
日
露
 
戰
爭
 
の
戰
 
は
れ
ま
し
た
 
年
で
、
 
基
督
 
敎
 
の
こ
れ
に
 
對
 す
る
 
態
^
 
は
^
に
 
个
 2
尺
€
注
=
 
を
 

牽
 い
た
 
次
第
で
 
あ
り
ま
し
 
た
が
、
 
其
の
 
中
 極
 少
数
の
 
基
督
 
信
徒
の
 
み
が
 
基
督
の
 
無
抵
抗
主
義
 
を
 叫
ん
で
^
 
り
ま
し
た
。
 

巾
に
 

の
 宫
川
氏
 
も
 其
の
 
一
人
で
、
 
氏
 は
 恐
れ
 
憚
る
 
所
な
 
く
 
平
和
の
 
福
音
 
を
說
 
か
れ
 
ま
し
た
の
 
は
目
覺
 
ま
し
い
^
 
で
あ
り
 
ま
し
 
ハ
，
 

札
 
幌
獨
立
 
某
 
督
敎
會
 
沿
革
 
 

一
〇
 
七
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

1
〇
 

八
 

明
治
 

四
十
 

年
に
 

至
り
ま
し
て
 

宮
川
氏
 

は
 

長
い
間
の
 

忠
實
 

な
る
 

牧
會
の
 

後
、
 

已
む
を
 

得
ざ
る
 

事
情
の
 

爲
 

め
に
 

遂
に
 

札
幌
を
 

去
ら
る
 

\ 

事
に
 

な
り
ま
し
た
。
 

其
の
後
 

私
共
 

は
 

其
の
 

年
の
 

七
月
か
ら
 

九
月
に
 

か
け
て
 

自
給
 

的
に
 

應
 

接
に
 

來
て
 

下
さ
れ
た
 

高
.
 

椅
 

卯
三
郞
 

氏
の
 

忠
實
 

な
る
 

補
助
の
 

外
に
 

は
 

牧
會
者
 

を
 

有
せ
す
、
 

會
員
 

各
自
が
 

奮
勵
 

し
て
 

求
道
 

を
 

心
 

懸
け
ま
し
た
 

事
 

は
、
 

其
の
 

以
前
 

屡
-
起
り
 

ま
し
た
 

時
の
 

通
り
で
 

あ
り
ま
し
 

た
が
、
 

幸
な
る
 

事
に
 

は
 

其
の
 

十
 

一
 

月
 

殆
ど
 

偶
然
の
 

事
か
ら
 

竹
 

崎
 

八
十
 

雄
 

氏
 

を
 

當
敎
會
 

の
 

牧
師
と
 

し
て
 

招
聘
 

致
す
 

様
 

に
な
り
 

ま
し
た
。
 

氏
 

は
 

嘗
て
 

札
 

幌
農
學
 

校
に
 

擧
 

ば
れ
た
 

の
で
す
 

が
、
 

哲
學
 

研
究
の
 

志
 

を
 

起
し
て
 

渡
米
さ
れ
、
 

渐
次
 

基
督
 

敎
に
對
 

し
て
 

深
い
 

研
究
 

を
 

重
ね
ら
れ
た
 

末
、
 

昨
年
 

歸
朝
 

さ
れ
た
 

の
で
あ
り
ま
し
て
、
 

嘗
て
 

札
 

幌
農
學
 

校
に
 

居
ら
れ
た
 

事
で
あ
り
ま
す
 

か
ら
 

當
敎
會
 

の
 

歷
史
に
 

は
 

深
い
 

趣
味
と
 

關
 

係
と
 

を
 

有
し
て
 

居
ら
れ
、
 

當
敎
會
 

の
 

主
義
に
 

對
 

し
て
も
 

強
き
 

同
情
 

を
 

分
 

た
れ
ま
す
 

の
で
、
 

私
共
が
 

同
氏
 

を
 

得
 

ま
 

し
た
 

事
 

は
實
 

に
攝
理
 

と
も
 

申
す
 

べ
き
 

も
の
で
あ
り
ま
す
。
 

斯
様
な
 

次
第
で
 

當
敎
會
 

は
 

設
立
 

以
來
 

一 
一
十
 

五
 

年
の
 

歳
月
 

を
經
て
 

今
日
に
 

至
り
ま
し
た
。
 

當
敎
會
 

の
 

歷
史
は
 

大
體
右
 

様
な
 

次
第
で
 

あ
 

り
ま
す
。
 

顧
み
て
 

當
敎
會
 

が
 

攝
理
に
 

負
 

ふ
 

所
の
 

犬
な
る
 

を
 

思
 

ひ
、
 

其
の
 

成
し
遂
げ
た
 

事
業
 

を
 

見
 

ま
す
れ
ば
、
 

其
の
 

小
な
る
 

事
 

九
 

牛
の
 

一
毛
に
 

も
 

及
ば
ぬ
 

事
で
あ
り
ま
す
 

が
、
 

幸
に
 

し
て
 

未
だ
 

其
の
 

確
信
 

を
 

失
 

は
ぬ
 

以
上
、
 

當
敎
會
 

は
何
處
 

ま
で
 

も
 

神
の
 

命
じ
 

給
 

ふ
 

所
を
果
 

す
 

決
心
で
 

居
り
ま
す
。
 

近
年
に
 

至
っ
て
 

本
邦
の
 

此
處
 

彼
處
に
 

漸
く
 

敎
會
獨
 

立
の
 

聲
を
 

聞
き
ま
す
 

こ
と
、
 

又
 

諸
外
國
 

に
あ
っ
て
も
 

敎
會
 

合
同
の
 

實
鑌
が
 

所
々
 

に
 

起
り
 

ま
し
た
 

こ
と
 

は
、
 

當
敎
會
 

に
 

取
り
ま
し
て
 

は
實
に
 

感
謝
に
 

餘
る
 

慰
藉
で
あ
り
ま
す
。
 

何
卒
 

一
日
 

も
 

早
く
 

基
督
の
 

信
徒
が
 

一
 

の
大
 

な
る
 

圑
體
 

と
な
っ
て
 

手
を
携
 

へ
て
 

ー
齊
に
 

神
の
 

榮
光
を
 

讃
美
し
 

得
る
 

時
の
 

一
日
 

も
 

早
く
 

來
 

ら
ん
こ
と
 

を
 

祈
つ
 

て
 

や
ま
ぬ
 

次
第
で
あ
り
ま
す
。
 

尙
ほ
 

終
り
に
 

臨
み
ま
し
て
、
 

是
非
 

一
 

言
 

致
し
 

ま
せ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

の
 

は
、
 

當
敎
會
 

設
立
者
の
 

一
 

人
な
る
 

宫
 

部
 金
 吾
 氏
が
 
一 一

十
 五
 年
間
 
渝
る
 
事
な
 
く
當
敎
 
會
の
爲
 
め
に
 
容
易
な
ら
 
ぬ
 御
 助
力
 
を
お
 
與
へ
 
下
さ
い
ま
し
た
 
事
で
、
 
氏
 は
 今
日
に
 
至
る
 

ま
で
 

實
に
當
 

敎
會
の
 

柱
石
と
 

し
て
 

逆
境
に
 

あ
り
 

勝
ち
な
 

當
敎
會
 

を
 

指
導
さ
れ
 

ま
し
た
 

事
 

は
，
 

此
の
 

敎
會
の
 

存
在
す
 

る
 

限
り
 

記
憶
 

さ
る
 

べ
き
 
犬
な
る
 
功
鑌
で
 
御
座
い
ま
す
。
 



死
亡
者
 

名
 

表
 

嘗
て
 

は
 

我
等
と
 

共
に
 

あ
り
て
 

懼
喜
を
 

分
ち
 

苦
痛
 

を
頒
 

ち
、
 

我
が
 

敎
會
を
 

其
の
 

雙
 

肩
に
 

負
 

ひ
て
 

立
ち
し
 

會
 

員
の
 

中
 

祌
の
阈
 

に
 

召
さ
れ
 

て
旣
に
 

業
に
 

我
等
と
 

共
に
 

あ
ら
ざ
る
 

者
 

七
十
 

人
に
 

垂
ん
 

と
す
。
 

彼
等
 

は
 

所
謂
 

世
の
 

功
名
 

富
貴
の
 

前
に
 

は
 

塵
よ
り
も
 

拙
き
 

も
の
な
 

り
 

き
。
 

歷
史
は
 

遂
に
 

一
度
 

だ
 

も
 

其
の
 

名
 

を
 

唇
 

頭
に
 

す
る
 

事
な
 

か
る
べ
し
。
 

さ
れ
 

ど
 

彼
等
 

は
 

我
が
 

敎
舍
に
 

取
り
て
 

は
 

決
し
て
 

忘
れ
ら
 

る
 

べ
き
に
 

あ
ら
す
。
 

其
の
 

最
小
な
る
 

者
も
敎
 

會
が
據
 

つ
て
 

立
つ
 

基
礎
の
 

最
大
な
る
 

堆
石
 

な
れ
ば
 

な
り
。
 

我
が
 

敎
^
 

の
說
 

か
る
 

\ 
所
に
 

は
、
 

彼
等
 

は
必
す
 

語
ら
れ
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
、
 

我
等
 

は
 

美
し
く
 

彼
等
 

を
 

記
憶
す
べ
し
。
 

我
等
な
ら
 

す
し
て
 

誰
か
 

其
の
^
れ
 

た
る
 

尊
き
 

功
 

鑌
を
傳
 

ふ
る
も
の
 

ぞ
。
 

憾
 

む
ら
く
 

は
 

紙
面
 

限
り
 

あ
り
て
 

凡
て
 

の
 

芳
名
 

を
 

網
羅
す
 

る
 

能
 

は
ざ
る
 

を
。
 

(
氏
名
 
以
下
 
略
)
 

(一
 

九
 

〇
 

八
 

年
 

十
二
月
 

「
輔
 

立
敎
 

会
"
」
^
 

三
十
 

七
號
 

附
錄
)
 

札
 

幌
獨
立
 

基
督
 

敎
會
 
沿
革
 
 

1
〇
 

九
 





二
つ
の
 
道
が
 
あ
る
。
 

一
つ
 
は
 赤
く
、
 

一
つ
 
は
 靑
ぃ
。
 
凡
て
の
 
人
が
 
色
々
 
の
 仕
方
で
 
其
の
上
 
を
 歩
い
て
 
居
る
。
 
或
る
 

は
 赤
い
 
方
 を
 

ま
っ
し
ぐ
ら
に
 
走
っ
て
 
居
る
 
し
、
 
或
る
 
者
 は
 靑
ぃ
方
 
を
 徐
ろ
に
 
進
ん
で
 
行
く
 
し
、
 
又
 或
る
 
者
 は
 
二
つ
の
 
道
に
 
兩
胶
を
 
か
け
て
 
慾
 張
つ
 

た
 歩
き
 
方
 を
し
て
 
居
る
 
し
、
 
更
に
 
或
る
 
者
 は
 
一
 つ
の
 
道
の
 
分
れ
 
目
に
 
立
っ
て
、
 
凝
然
と
し
て
 
行
 手
 を
 見
守
っ
て
 
居
る
。
 
搖
篮
の
 
前
で
 

道
 は
 
二
つ
に
 
分
れ
、
 
そ
れ
が
 
松
葉
つ
な
 
ぎ
の
 
様
に
 
入
れ
違
っ
て
、
 
仕
舞
に
 
墓
場
で
 
絶
え
て
 
居
る
。
 

人
の
 
世
の
 
凡
て
の
 
迷
 
ひ
 は
 此
の
 
二
つ
の
 
道
が
 
さ
せ
る
 
業
で
 
あ
る
、
 
人
 は
 
一
生
の
 
中
に
 
何
時
か
 
此
の
 
事
に
 
氣
が
 
付
い
て
、
 
驚
い
て
 
其
 

の
 道
 を
 
一
 つ
に
 
す
べ
き
 
術
を
考
 
へ
た
。
 
哲
擧
 
者
と
 
云
 ふ
な
、
 
凡
て
の
 
人
が
 
其
の
 
事
を
考
 
へ
た
の
 
だ
。
 
自
ら
 
得
た
 
と
し
て
 
他
 を
 笑
っ
た
 

喜
劇
 
も
、
 
己
れ
 
の
 非
 を
 見
出
で
-
人
の
 
危
 き
に
 
泣
く
 
悲
劇
 
も
、
 
思
へ
ば
 
世
の
 
あ
ら
ゆ
る
 
顯
 は
れ
 
は
、
 
人
が
 
此
の
 
一
事
 
を
考
へ
 
つ
め
た
 

結
果
に
 
過
ぎ
ま
い
。
 



有
 

島
 

武
郞
全
 

第
 

第
五
 
卷
 
 

一
一
 

二
 

松
葉
つ
な
 

ぎ
の
 

松
葉
 

は
、
 

一
 

つ
な
ぎ
 

づ
 

X 
に
 

大
き
な
 

も
の
に
 

な
っ
て
 

行
く
。
 

最
初
の
 

分
岐
 

點
 

か
ら
 

最
初
の
 

交
叉
 

點
 

ま
で
の
 

二
つ
の
 

道
 

は
 

離
れ
 

合
 

ひ
か
た
 

も
 

近
く
、
 

程
 

も
 

短
い
。
 

其
の
 

次
の
 

は
 

稍
-
長
い
。
 

そ
れ
が
 

段
々
 

と
 

先
き
 

に
 

行
く
 

に
從
 

つ
て
 

道
と
 

道
と
 

は
 

相
 

失
 

ふ
 

程
の
 

間
隔
と
 

な
り
、
 

分
岐
 

點
に
 

立
っ
て
 

見
渡
す
 

と
も
、
 

交
叉
 

點
の
 

あ
り
 

や
な
し
 

や
が
 

危
 

ま
れ
る
 

遠
 

さ
と
な
る
。
 

初
め
の
 

中
 

は
 

靑
ぃ
道
 

_
 
 

つきあた 

を
 

行
っ
て
も
 

直
ぐ
 

赤
い
 

道
に
 

衝
當
 

る
し
、
 

赤
い
 

道
を
迪
 

つ
て
も
 

靑
ぃ
 

道
に
 

出
 

遇
 

ふ
し
、
 

慾
 

張
っ
て
 

踏
み
 

跨
が
っ
て
 

二
つ
の
 

道
 

を
 

行
く
 

事
 

も
 

出
来
る
。
 

然
し
な
が
ら
 

行
け
 

ど
も
く
 

他
の
 

道
に
 

出
 

遇
 

ひ
 

兼
ね
る
 

淋
し
 

さ
や
、
 

己
れ
 

の
 

道
の
 

何
れ
で
 

あ
る
べ
き
 

か
 

を
 

定
め
 

あ
ぐ
 

む
 

悲
し
 

さ
が
、
 

追
々
 

と
增
 

し
て
 

来
て
、
 

軌
道
の
 

發
 

見
せ
ら
れ
て
 

居
な
い
 

彗
星
の
 

行
方
の
 

様
な
 

己
れ
 

の
 

行
路
に
 

慟
哭
す
 

る
 

迷
 

ひ
の
 

深
み
 

に 落ち
て 

行く
 

ので ある。
 

四 

二
つ
の
 

道
 

は
 

人
の
 

歩
む
 

に
 

住
せ
て
 

あ
る
。
 

右
 

を
 

行
く
 

も
 

左
 

を
 

行
く
 

も
 

共
に
 

人
の
 

心
の
 

ま
 

>- 
で
あ
る
。
 

ま
 

\ 
で
あ
る
な
ら
ば
 

人
 

は
 

右
 

の
み
 

を
 

歩
い
て
 

滿
 

足
し
て
 

は
 

居
な
い
。
 

又
 

左
の
 

み
を
迎
 

つ
て
 

平
然
と
し
て
 

居
る
 

事
 

は
 

出
来
な
い
。
 

此
の
 

二
つ
の
 

道
 

を
 

行
き
 

盡
し
 

て
こ
 

そ
充
實
 

し
た
 

人
生
 

は
 

味
 

は
れ
る
 

の
で
 

は
な
い
 

か
。
 

所
が
 

此
の
 

二
つ
の
 

道
に
 

踏
み
 

跨
が
っ
て
、
 

其
の
 

終
る
 

慮
ま
で
 

行
き
 

盡
 

し
た
 

人
が
 

果
 

して ある だら うか o 

五 

人
 

は
 

相
 

對
界
に
 

彷
徨
す
 

る
 

動
物
で
 

あ
る
。
 

筢
對
の
 

境
界
 

は
 

失
 

は
れ
た
 

樂
園
 

で
あ
る
。
 



人
が
 

一
 事
 を
 思
 
ふ
 其
の
 
瞬
時
に
 
ァ
 
ン
チ
セ
 
シ
ス
が
 
起
る
。
 

そ
れ
で
 
ど
う
し
て
 

一 一
 つ
 
の
 道
 を
 
一
 條
に
 
歩
ん
で
 
行
く
 
事
が
 
出
来
よ
う
 
ぞ
。
 

或
る
 
者
 は
 中
庸
と
 
云
 ふ
 事
 を
 
云
っ
た
。
 
多
く
の
 
人
 は
こ
れ
 
を
 
以
て
 
二
つ
の
 
道
 を
 
一
 つ
の
 
道
に
 
爲
し
 
得
た
 
努
力
 
だ
と
 
思
っ
て
 
居
る
。
 

御
 目
出
度
い
 
事
で
 
あ
る
が
、
 
誠
 は
さ
う
 
で
は
な
い
。
 
中
庸
と
 
云
 
ふ
 も
の
 
は
 
二
つ
の
 
道
 以
下
の
 
も
の
で
あ
る
 
か
も
 
知
れ
な
い
 
が
、
 
少
く
 

と
も
 
二
つ
の
 
道
 以
上
の
 
も
の
で
 
は
な
い
。
 
詭
辯
で
 
あ
る
、
 
虚
僞
 
で
あ
る
、
 
夢
想
で
 
あ
る
。
 
世
 を
^
 
ふ
術
數
 
で
あ
る
。
 

人
 を
 救
 
ふ
 道
で
 
は
な
い
。
 

中
庸
の
 
德
が
說
 
か
れ
る
 
所
に
 
は
、
 
其
の
 
背
後
に
 
必
す
ー
 
つ
の
^
 
級
な
 
目
的
が
 
隱
 さ
れ
て
 
居
る
。
 
そ
れ
 
は
 群
狻
の
 
平
和
と
 
r
 ム
ふ
卞
 
で
 

き は 

あ
る
。
 
二
つ
の
 
道
 を
 如
何
に
す
べ
き
 
か
 を
 究
め
 
あ
ぐ
ん
だ
 
時
、
 
人
 
は
た
 
ま
り
ね
 
か
て
 
解
決
 
以
外
の
 
解
決
に
 
定
る
。
 
何
ん
で
も
 
ぃ
&
か
 

ら
氣
の
 
落
ち
 
付
く
 
方
法
 
を
 作
り
た
い
。
 
人
と
 
人
と
 
が
 互
に
 
不
安
の
 
眼
 を
 
張
っ
て
 
顔
 を
 
合
せ
た
く
な
い
。
 

長
閑
な
 
口
和
 
だ
と
 
祝
し
 
八：： ひ

 

た
い
。
 
そ
こ
で
 

一
 つ
の
 
迷
信
に
 
滿
 足
せ
ね
ば
 
な
ら
な
く
な
る
。
 

そ
れ
 
は
、
 
人
生
に
 
は
 確
か
に
 
二
つ
の
 
逍
は
 
あ
る
が
、
 

：t£ 伐
に
 
よ
っ
て
 

は
 其
の
 
二
つ
 
を
 
こ
ね
 
合
せ
て
 

一 つ
に
 
す
る
 
事
が
 
出
來
 
る
と
 
云
 
ふ
 迷
信
で
 
あ
る
。
 

凡
て
の
 
迷
信
 
は
 信
仰
 
以
上
に
 
執
着
 
性
 を
 有
す
る
 
も
の
で
あ
る
 
通
り
、
 
此
の
 
迷
信
 
も
 
群
集
心
理
の
 
機
微
に
 
觸
れ
 
て
^
る
。
 
凡
て
の
 
時
 

ゎづか 

代
 を
 通
じ
て
、
 
人
 は
 
此
の
 
迷
信
に
 
よ
っ
て
 
纔
に
 
二
つ
の
 
道
と
 
云
 
ふ
 デ
ィ
 
レ
ン
マ
 
を
 忘
れ
る
 
事
が
 
出
来
た
。
 

而
 し
て
 
人
の
 
世
は
链
 
ー
$
 泰
 

平
で
 
今
日
ま
で
 
も
 
鑌
き
來
 
た
っ
た
。
 

然
し
 
迷
信
 
は
何
處
 
ま
で
 
も
 
迷
信
の
 
喑
黑
面
 
を
 腰
に
 
さ
げ
て
 
居
る
。
 
中
庸
と
 
云
 
ふ
 も
の
が
 
群
集
の
 
全
部
に
 
行
き
渡
る
 
や
 否
や
、
 
人
の
 

努
力
 
は
 影
 を
 潜
め
て
、
 
行
 手
に
 
輝
く
 
希
望
の
 
光
 は
 鈍
っ
て
 
來
る
。
 
而
 し
て
 
鉛
色
の
 
野
の
 
果
て
か
ら
 
は
、
 
脔
肥
を
 
あ
さ
る
 
卑
し
い
 
ひ
？
5
 

羽
音
が
 
聞
こ
え
て
 
來
る
。
 
此
の
 
時
人
が
 
精
力
 
を
 搾
っ
て
 
忘
れ
よ
う
と
 
勉
 め
た
 
二
つ
の
 
道
 は
、
 
ま
ざ
く
 
と
^
 
前
に
 
現
 は
れ
て
、
 
救
 
ひ
 

の
 道
 は
 唯
 此
の
 
二
つ
 
ぞ
と
、
 
惡
 夢
の
 
如
く
 
强
く
 
重
く
 
人
の
 
胸
を
壓
 
す
る
 
の
で
 
あ
る
。
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四
 

人
 は
 色
々
 
な
 名
に
 
よ
っ
て
 
此
の
 
二
つ
の
 
道
 を
 呼
ん
で
 
居
る
 
。
ア
ポ
ロ
、
 

デ
ィ
 
ォ
 

一一 ソ
ス
と
 
呼
ん
だ
 
人
 
も
 
あ
る
。
 

ヘ
レ
 

一一 ズ
ム
、
 

へ
 

ブ
ラ
 
イ
ズ
ム
と
 
呼
ん
だ
 
人
 も
 
あ
る
 

H
a
r
d
-
h
e
a
d
e
d
,
 
 Tender-hearted 

と
 呼
ん
だ
 
人
 も
 
あ
る
。
 

靈
、
 
肉
と
 
呼
ん
だ
 
人
 も
 
あ
る
。
 
趣
味
、
 

主
義
と
 

呼
ん
だ
 

人
 

も
 

あ
る
。
 

理
想
、
 

現
實
と
 

呼
ん
だ
 

人
 

も
 

あ
る
。
 

空
、
 

色
と
 

呼
ん
だ
 

入
 

も
 

あ
る
 

C 
此
の
 

如
き
 

を
數
へ
 

上
げ
る
 

事
の
 

愚
 

か
さ
 
は
、
 針
 頭
に
 
立
ち
 
得
る
 
天
使
の
 
數
を
數
 
へ
 ん
 と
し
た
 
愚
 さ
に
 
も
 勝
っ
た
 
愚
 
さ
で
 
あ
ら
う
。
 
如
何
な
る
 
よ
き
 
名
 を
用
ゐ
 
る
と
 
も
、
 
此
 

の
 
二
つ
の
 
道
の
 
內
容
を
 
言
 
ひ
 盡
す
事
 
は
 出
来
ま
い
。
 
二
つ
の
 
道
 は
 
二
つ
の
 
道
で
 
あ
る
。
 
人
が
 
思
考
す
 
る
 
瞬
間
、
 
行
爲
 
す
る
 
瞬
間
に
、
 

立
ち
 
現
 は
れ
た
 
明
確
な
 
現
象
で
、
 
人
力
 
を
 
以
て
し
て
 
は
 到
底
 
無
視
す
 
る
 事
の
 
出
来
な
い
、
 
深
奥
な
 
殘
 酷
な
 
實
 在
で
 
あ
る
。
 

七 

わき
め 

我
等
 
は
溼
 

i 悲
壯
な
 
努
力
に
 
眼
 を
 張
っ
て
 
驚
嘆
す
 
る
。
 
そ
れ
 
は
 
二
つ
の
 
道
の
 
中
 
一
 つ
 だ
け
 
を
 選
み
 
取
っ
て
、
 
傍
目
 
も
 
ふ
ら
す
 
進
み
 

行
く
 
人
の
 
努
力
で
 
あ
る
。
 
か
の
 
赤
き
 
道
 を
 胸
 張
り
 
ひ
ろ
げ
て
 
走
る
 
人
、
 
叉
 か
の
 
靑
き
道
 
を
 
た
じ
ろ
ぎ
 
も
せ
す
 
歩
む
 
人
。
 
そ
れ
 
を
 眺
め
 

て
 居
る
 
人
の
 
心
 は
、
 
勇
し
 
い
 者
に
 
障
ら
れ
た
 
時
の
 
如
く
、
 
堅
く
 
嚴
 し
く
 
引
き
 
し
め
ら
れ
て
、
 
感
激
の
 
淚
が
淚
 
堂
に
 
溢
れ
て
 
來
る
。
 

所
謂
 
中
庸
と
 
云
 
ふ
 迷
信
に
 
附
隨
 
し
て
 
居
る
 
樣
な
 
沈
滯
 
は
、
 
此
の
 
如
き
 
人
の
 
行
 手
に
 
は
 更
に
 
起
ら
な
い
。
 
其
の
 
人
が
 
死
ん
で
 
倒
れ
る
 

ま
で
、
 
其
の
 
前
に
 
は
 炎
々
 
と
し
て
 
焰
が
 
燃
え
て
 
居
る
。
 
心
の
奥
底
に
 
は
 
一
 つ
の
 
聲
が
 
歌
と
 
な
る
 
ま
で
に
 
漲
り
 
流
れ
て
 
居
る
。
 
凡
て
の
 

疲
れ
た
る
 
者
 は
 其
の
 
人
 を
 見
て
 
再
び
 
其
の
 
弱
い
 
足
の
 
上
に
 
立
ち
上
る
。
 



さ
り
な
が
ら
 
其
の
 
人
が
 

一
 寸
 で
も
 
他
の
 
道
 を
 顧
み
る
 
時
、
 
其
の
 
人
 は
 
a 
ト
の
 
妻
の
 
如
く
 
鹽
の
 
柱
と
 
な
っ
て
 
仕
舞
 
ふ
。
 

®
 
 

ナ
 

さ
り
な
が
ら
 
又
 其
の
 
人
が
 
何
處
 
ま
で
 
も
 
一 つ

の
 
道
 を
 進
む
 
時
、
 
其
の
 
人
 は
 人
で
な
く
な
る
。
 
釋
迦
は
 
如
來
に
 
な
ら
れ
た
。
 
^
姬
は
 

蛇
に
 
な
っ
た
。
 

一
。
 

一
 つ
の
 
道
 を
 行
く
 
人
が
 
他
の
 
道
に
 
出
 遇
 
ふ
 事
が
 
あ
る
。
 
無
數
 
に
あ
る
 
交
叉
 
點
の
 

一
 つ
に
 
ぶ
っ
か
る
^
 
が
 あ
る
。
 

北
ハ
の
 
時
 共
^
に
 
安
 

住
の
 
地
 を
 求
め
て
、
 
前
に
 
も
 
後
ろ
に
 
も
 
動
く
ま
い
 

と
 身
 構
へ
 
る
 向
き
 
も
 
あ
る
 
樣
だ
。
 
其
の
 
向
き
の
 
人
 
は
 自
分
の
 
努
力
に
 
何
の
^
：
^
 
を
 

も
 
認
め
て
 
居
ぬ
 
人
と
 
云
 は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
餘
カ
 
が
あ
っ
て
 
そ
れ
 
を
用
ゐ
 
ぬ
の
 
は
 努
力
で
 
は
な
い
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 
井
の
 
人
の
 
過
^
 
は
 共
 

の
 人
が
 
足
 を
 停
め
た
 
時
に
 
消
え
て
 
無
く
な
る
。
 

一
 
一
 

此
の
 
デ
ィ
 
レ
ン
マ
 
を
 
破
ら
ん
 
が
爲
 
め
に
、
 

野
に
 
叫
ぶ
 
人
の
 
聲
が
現
 
は
れ
た
。
 

一
つ
の
^
 
は
 道
の
 
み
 を
^
し
て
 
人
 
は
 滅
び
よ
 

と.. ム
っ
 

つら
 
あ
 
 

. 
, 

た
。
 
餘
 り
に
 
意
地
 
惡
き
 
二
つ
の
 
逍
に
對
 
す
る
 
面
當
 
て
^
-
あ
る
。
 

一
 つ
の
 
聲
は
 
二
つ
の
 
道
 を
 踏
み
破
つ
 
て
觅
に
 
他
の
 
知
ら
ざ
る
 
逍
 
に
 人
 

れ
と
 
云
っ
た
。
 

一
種
の
 
夢
想
で
 
あ
る
。
 

一
 つ
の
 
聲
は
ー
 
つ
の
 
道
 を
 行
く
 
も
、
 
他
の
 
道
 を
 行
く
 
も
、
 
共
の
 
到
 

點
 
に
し
て
 
M
 
一  で

あ
ら
 

ば
か
 
ま
 
は
ぬ
 
で
は
な
い
 
か
と
 
云
っ
た
。
 
短
い
 
一
生
の
 
中
に
 
も
 
凡
て
 
を
 
知
り
、
 
凡
て
た
 
ら
ん
と
 
す
る
 
人
^
の
 
慾
 念
 を
、
 

个- 然
^
^
し
た
 

叫
び
で
 
あ
る
。
 

一
 つ
の
 
聲
は
 
二
つ
の
 
道
の
 
中
 
一
 つ
の
 
道
は
惡
 
で
あ
っ
て
、
 
人
の
 
踏
む
べ
き
 
道
で
 
は
な
い
、
 
^
魔
の
 
踎
 む
べ
き
^
 
だ
と
 



冇
鳥
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I
 
六
 

云
っ
た
。
 

こ
れ
 
は
 力
 あ
る
 
聲
 で
あ
る
。
 

が
ー
 
つ
の
 
道
の
 
み
 を
 歩
む
 
人
が
 
遂
に
 
人
で
な
く
な
る
 
事
 は
 前
に
 
も
 
云
っ
た
 
通
り
で
 
あ
る
。
 

一
 二
 

今
で
も
 

ハ
 
ム 
レ
ッ
ト
が
 
深
厚
な
 
同
情
 
を
 
以
て
 
讀
 ま
れ
る
 
の
 は
、
 
ハ
ム
 
レ
ッ
ト
が
 
此
の
 
デ
ィ
 
レ
ン
マ
の
 
上
に
 
立
っ
て
 
迷
 
ひ
ぬ
 
い
た
か
ら
 

で
あ
る
。
 

人
生
に
 

對
 

し
て
 

最
も
 

聰
明
な
 

誠
實
な
 

態
度
 

を
 

取
っ
た
 

か
ら
で
 

あ
る
。
 

雲
の
 

如
き
 

智
者
と
 

賢
者
と
 

聖
者
と
 

祌
 

人
と
 

を
 

產
み
出
 

£ つた 
なか 

し
た
 
歷
史
 
の
眞
唯
 
中
に
、
 
從
容
 
と
し
て
 
動
く
 
事
な
 
き
ハ
 

ム 
レ
ッ
ト
 
を
 仰
ぐ
 
時
、
 
人
生
の
 
崇
高
と
 
悲
壯
と
 
は
、
 深
く
 
胸
に
 
沁
み
 
渡
る
 
で
は
 

な
い
か
。
 
昔
 キ
リ
ス
ト
 
は
 姦
淫
 
を
 犯
せ
る
 
少
女
 
を
 石
に
 
て
搏
 
た
ん
と
 
し
た
 
パ
リ
 
サ
イ
 
人
に
 
對
し
、
 
汝
 等
の
 
中
 罪
な
 
き
 者
先
づ
 
彼
女
 
を
 

とが
 

石
に
 

て
搏
 

つ
べ
 

し
と
 

云
っ
た
 

事
が
 

あ
る
。
 

汝
 

等
の
 

中
、
 

心
尤
 

め
さ
れ
ぬ
 

者
先
づ
 

ハ
ム
 

レ
ッ
ト
 

を
 

石
に
 

て
搏
 

つ
べ
 

し
と
 

云
っ
た
ら
 

ば
 

1
 

し
て
 

誰
が
 

石
 

を
 

取
っ
て
 

手
 

を
擧
げ
 

得
る
 

で
あ
ら
う
。
 

1
 

つ
の
 

道
 

を
 

踏
み
 

か
け
て
 

は
 

他
の
 

道
に
 

立
ち
 

歸
り
、
 

他
の
 

道
に
 

足
 

を
 

踏
み
入
れ
 

て
尙
ほ
 

初
め
の
 

道
 

を
 

顧
み
、
 

心
の
中
に
 

悶
え
 

苦
し
む
 

人
 

は
 

固
よ
り
の
 

事
、
 

一 
つ
の
 

道
 

を
の
み
 

追
う
て
 

走
る
 

人
で
 

も
、
 

思
 

ひ
 

設
け
ざ
る
 

此
時
彼
 

時
、
 

眉
目
の
 

凉
 

し
い
、
 

額
の
 

青
白
い
、
 

夜
の
 

如
き
 

喪
服
 

を
 

着
た
 

デ
ン
マ
 

ー 
ク
の
 

公
子
と
 

面
を
會
 

せ
て
、
 

空
恐
ろ
し
 

い
な
つ
か
 

し
さ
 
を
感
 
す
る
 
で
は
な
い
 
か
。
 

如
何
な
る
 

人
が
 

如
何
に
 

云
 

ふ
と
 

も
、
 

悲
劇
が
 

人
の
 

同
情
 

を
牽
く
 

限
り
、
 

二
つ
の
 

道
 

は
 

解
決
 

を
 

見
出
だ
さ
れ
 

す
に
 

殘
 

つ
て
 

居
る
 

と
 

云
 

は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

其
の
 
思
想
と
 
技
倆
の
 
最
も
 
圓
 熟
し
た
 
時
、
 
後
代
に
 
捧
 ぐ
べ
き
 
代
表
的
 
傑
作
と
 
し
て
、
 

ハ
 ム 

レ
ッ
ト
 
を
 捕
へ
 
た
シ
 

H タ
ス
 
ビ
ヤ
 
は
、
 

うら
 

日 も 
て 

人
の
 

心
の
 

裏
表
 

を
 

見
知
る
 

詩
人
と
 

し
て
の
 

資
格
 

を
 

立
派
に
 

成
就
し
た
 

人
で
 

あ
る
。
 

ニ
ー
 

一
 



ハ
 

ム 
レ
ッ
ト
に
 

は
 

理
智
を
 

通
じ
て
 

二
つ
の
 

道
に
 

對
 

す
る
 

迷
 

ひ
が
 

現
 

は
れ
て
 

居
る
。
 

未
だ
 

人
 

八
 

上
 

體
卽
ち
 

テ
ム
べ
 

ラ
メ
 

ン
ト
 

其
の
 

者
が
 

動
い
て
 

は
 

居
な
い
。
 

此
の
 

點
に
 

於
て
 

へ
ダ
.
 

ガ
 

ブ
ラ
 

ー 
は
 

確
か
に
 

非
常
な
 

興
味
 

を
 

以
て
 

迎
 

へ
ら
れ
る
 

べ
き
^
で
 

あ
ら
う
。
 

一
四
 

ハ
ム
 

レ
ッ
ト
で
 

あ
る
 

中
 

は
い
 

&
。
 

へ
ダ
 

に
な
る
 

の
 

は
 

實
に
厭
 

だ
。
 

厭
で
 

も
 

仕
方
が
な
い
。
 

智
慧
の
 

實
を
味
 

ひ
 

終
っ
た
 

人
で
あ
っ
て
 

^
れ
 

ば
、
 

人
と
 

し
て
 

最
上
の
 

到
達
 

は
へ
 

ダ
の
 

外
に
 

は
な
い
 

樣
だ
。
 

一 五 

長
々
 

と
こ
ん
 

な
 

事
 

を
 

云
 

ふ
の
 

も
 

を
 

か
し
な
 

者
 

だ
。
 

自
分
 

も
 

相
 

對
界
の
 

飯
 

を
 

喰
っ
て
 

居
る
 

人
間
で
 

あ
る
か
ら
、
 

此
の
 

議
論
に
 

は
^
ぐ
 

ア
ン
チ
 
セ
 
シ
ス
 
が
 起
っ
て
 
來
る
 
事
で
 
あ
ら
う
。
 

(I
 

九
 

一 
〇
 

年
 

五
月
、
 

「c
 

樺
」
 

所
載
)
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八
 

も
 

一
度
 

「
二
つ
の
 

道
」
 

に
 

就
て
 

此
の
 
前
 
「
二
つ
の
 
道
」
 
を
 書
い
た
 
時
、
 
人
 S1 は

 相
 對
界
に
 
彷
徨
す
 
る
 
も
の
で
あ
っ
て
、
 
絡
 對
と
云
 
ふ
が
 
如
き
 
は
 永
久
に
 
窺
 
ひ
 知
る
 

事
の
 
出
来
ぬ
 
境
界
で
 
あ
る
、
 

と
 
云
っ
て
 
置
い
た
 
が
、
 
自
分
 
は
こ
れ
 
を
 出
發
點
 
と
し
て
 
更
に
 
所
信
 
を
 進
め
て
 
見
た
い
 
と
 思
っ
て
 
居
る
。
 

畢
竟
 
人
間
の
思
考
の
 
狀
態
 
は
、
 
こ
れ
 
を
假
 
り
に
 
圖
示
 
す
れ
ば
、
 
環
 狀
を
爲
 
す
 も
の
で
、
 
直
線
 
狀
を
爲
 
す
 も
の
で
 
は
な
い
。
 
卽
ち
 
我
々
 

の
 思
考
が
 
如
何
な
る
 
點
 
か
ら
 
始
ま
る
 
に
せ
よ
、
 
そ
れ
が
 
結
論
に
 
達
す
る
 
や
 否
や
、
 
直
ぐ
 
其
の
 
先
き
 
に
 其
の
 
結
論
 
を
 前
提
と
 
し
た
 
他
の
 

理
路
 
を
 追
 
ふ
 事
が
 
出
来
る
。
 

而
 し
て
 
そ
れ
 
を
 幾
 干
 か
 繰
り
返
す
 
中
に
 
再
び
 
最
初
の
 
出
發
 
點
に
歸
 
着
し
て
 
来
る
。
 
卽
ち
 
人
間
の
 
內
在
的
 

生
活
 
は
、
 
或
る
 
環
內
に
 
限
ら
れ
て
 
居
て
、
 
其
の
 
生
活
が
 
如
何
に
 
豐
富
 
に
な
っ
て
、
 
遠
心
 
的
に
 
擴
 大
し
た
 
場
合
で
 
も
、
 
環
 周
に
 
沿
う
て
 

出
來
 
得
る
 
だ
け
 
廣
ぃ
 
活
動
 
を
す
 
る
 分
で
、
 
環
 外
に
.
 脫
 逸
す
る
 
事
 は
 到
底
 
不
可
能
で
 
あ
る
。
 
凡
そ
 
循
瑗
 
し
て
 
巳
ま
な
い
 
內
在
的
 
生
活
の
 

現
象
に
、
 

强
 
ひ
て
 

一
 つ
の
 
結
論
 
を
與
 
へ
よ
う
と
 
す
る
 
事
 は
、
 
か
の
 
無
 終
の
 
瑗
中
 
か
ら
、
 

一
部
の
 
弧
 を
 切
り
放
す
 
様
な
 
も
の
で
あ
る
。
 

環
の
 
全
體
は
 
決
し
て
 
切
り
放
し
た
 
弧
 だ
け
で
 
盡
す
事
 
は
 出
来
な
い
。
 

こ
れ
 
を
 補
ふ
爲
 
め
に
 
は
 
又
 他
の
 
部
分
の
 
弧
 を
 
切
り
放
す
 
必
要
が
 

ブ ロ
七
ス
 
 

ちと 

あ
る
。
 
而
 し
て
 
此
の
 
過
程
 
を
 
綾
け
 
て
 行
く
 
と
、
 
仕
舞
に
 
は
 故
の
 
弧
に
 
歸
 
つ
て
 
來
 る
の
 
巳
む
な
 
き
に
 
至
る
 
の
で
 
あ
る
。
 
更
に
 
換
言
 
す
れ
 

ば
、
 
人
間
 
は
 人
生
と
 
云
 ふ
 複
雜
な
 
問
題
に
 
對
 し
て
、
 
論
理
 
を
 結
着
す
 
る
 程
の
 
能
力
 
を
 持
っ
て
 
は
 居
な
い
 
と
 思
 ふ
。
 
相
對
 
的
の
 
能
力
 
を
 

以
て
、
 
絡
對
 
的
の
 
事
實
 
と
か
 
觀
念
 
と
か
 
を
 捕
捉
す
 
る
 事
が
 
出
來
 
ぬ
と
 
云
 ふ
 事
 は
、
 
何
人
も
 
担
む
 
餘
地
 
が
な
い
 
事
で
、
 
隨
 
つ
て
 
少
し
く
 

複
雜
 
し
た
 
問
題
に
 
對
 し
て
、
 
人
間
が
 
結
着
し
た
 
論
理
 
を
 求
め
よ
う
と
 
云
 
ふ
の
 
は
、
 
木
に
 
緣
 
つ
て
 
魚
 を
 求
む
 
る
の
 
類
 だ
と
 
思
 ふ
。
 
若
し
 

假
 り
に
 
結
^
し
た
 
論
理
が
 
あ
つ
た
と
 
す
れ
ば
、
 
そ
れ
 
は
 技
巧
的
な
 
作
爲
に
 
出
た
 
も
の
 
か
、
 
若
し
く
は
 
偶
然
に
、
 
絕
對
 
的
事
實
 
若
し
く
 

は
觀
 
念
が
、
 
相
對
 
的
な
 
人
間
の
 
頭
腦
を
 
通
過
し
た
 
結
果
で
 
あ
る
。
 
世
に
 
哲
擧
の
 
到
達
し
 
得
べ
き
 
範
疇
 
は
、
 
此
の
 
二
つ
 
を
 指
す
 
も
の
と
 



見
て
 
差
 支
へ
 
あ
る
ま
い
。
 

比
の
 
如
く
 
考
 
へ
て
 
來
 る
と
、
 
自
分
 
は
 哲
擧
に
 
立
脚
し
て
、
 
此
の
 
生
 を
 託
す
る
 
事
の
 
危
險
 
で
あ
る
の
 
み
な
ら
す
、
 
^
^
で
あ
る
^
 
を
 

思
 は
ざ
る
 
を
 得
な
い
 
の
で
 
あ
る
。
 
古
来
 
幾
多
の
 
哲
學
 
は
、
 
各
 
i 
其
の
 
結
着
し
た
 
理
論
 
を
 提
げ
て
 
我
々
 
の
 前
に
 
現
 は
れ
、
 
其
の
 
斷
 案
を
提
 

供
し
て
、
 
こ
れ
 
こ
そ
 
眞
理
 
で
あ
る
、
 
こ
れ
 
こ
そ
 
人
生
 
終
局
の
 
到
達
で
 
あ
る
と
 
宣
言
し
た
。
 
我
々
 
の
 祖
先
の
 
多
數
は
 
其
の
 
前
に
.
.
^
 
を
 俯
せ
 

て
 
そ
 
e を

 受
け
入
れ
て
 
眞
 な
り
と
 
し
た
。
 
し
か
も
 
彼
等
の
 
子
孫
な
る
 
我
々
 
は
 竹
學
史
 
な
る
 
も
の
 
を
 作
っ
て
、
 
過
去
の
 
竹
樂
 
な
る
 
も
の
 
を
 

一
 々
批
判
 
解
剖
し
て
 
居
る
 
で
は
な
い
 
か
。
 
批
判
 
解
剖
し
て
 
不
條
理
 
と
 
矛
^
と
 
を
 
指
摘
し
て
 
居
る
 
で
は
な
い
 
か
。
 
n
 
分
 は，：：： 分の：：：：！ .1 

に
、
 
か
.
 T る

 事
の
 
繰
り
返
さ
れ
 
る
の
 
を
、
 
幾
度
 
も
 
見
聞
し
て
 
居
る
。
 
此
の
上
 
何
等
の
 
權
威
 
を
竹
舉
 
に
^
め
る
^
 
が
出
來
 
よ
う
 
ぞ
。
 
史
 

に
 
一
歩
 
を
讓
 
つ
て
、
 
哲
擧
は
 
今
 其
の
 
發
 達
の
 
途
上
に
 
あ
る
と
 
す
る
。
 
卽
ち
 
哲
舉
が
 
指
摘
 
剔
抉
し
た
 
缺
點
 
は
、
 
他
 U
 
補
充
 
せ
ら
る
"
 
時
 

が
 あ
る
 
も
の
と
 
す
る
。
 
而
 し
て
 
恐
ら
く
 
は
 其
の
 
事
 は
實
際
 
あ
り
 
得
る
 
で
あ
ら
う
。
 
人
間
の
 
知
識
 
は
见
に
 
知
識
 
を
 
生
ん
で
、
 

竹
^
-
の
.
 2： 

は
さ
 
 

•
 
 

* 

容
が
 
整
頓
せ
ら
れ
、
 
修
飾
 
せ
ら
る
-
に
 
至
る
 
事
 は
 自
分
 
も
 
亦
 疑
 
ひ
 を
 挿
ま
な
い
 
の
で
 
あ
る
。
 
然
し
な
が
ら
^
 
に
も
 
述
べ
た
^
に
 

人
出
 

能
力
の
 
發
揮
 
は
、
 
如
何
に
 
擴
充
 
せ
ら
れ
た
 
場
合
に
 
も
、
 
到
底
 
相
對
 
的
で
 
あ
る
 
以
上
、
 
哲
學
の
 
內
容
が
 
如
何
に
^
 
顿
 修
飾
せ
ら
れ
 
て
 も
、
 

そ
れ
が
 
絕
對
觀
 
念
の
 
成
就
 
を
 成
し
 
得
る
 
と
 
云
 
ふ
 事
 は
、
 
到
底
 
考
 
へ
ら
れ
ぬ
 
所
で
 
あ
る
。
 
か
く
 
最
後
の
 
到
 建
が
、
 
旣
 
に
^
お
せ
ら
れ
 
た
 

上
 は
、
 
哲
舉
 
な
る
 
も
の
 

\ 
內
容
 
が
、
 
i
 璧
に
 
進
め
ば
 
進
む
 
程
、
 
危
險
の
 
度
 を
 加
へ
 
て
、
 
虚
偽
に
 
充
 ち
て
 
來
 る
と
 
云
 は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

例
へ
ば
 
横
濱
 
行
の
 
汽
車
が
、
 
京
都
 
行
と
 
云
 ふ
 札
 を
 掲
げ
て
、
 
安
價
な
 
切
符
と
、
 
立
派
な
 
客
車
と
 
を
 
供
し
て
 

る
 様
な
 
も
の
で
あ
る
。
 

更
に
 
第
二
の
 
哲
舉
的
 
到
達
な
る
 
も
の
 
を
考
 
へ
て
 
昆
る
。
 
こ
れ
 
は
 前
に
 
も
 
云
っ
た
 
如
く
、
 
哲
學
 
な
る
 
も
の
 

& 
中
に
は
、
 
人
^
の
^
 
W
 

的
頭
腦
 
を
絕
對
 
的
事
實
 
若
し
く
は
 
觀
 念
が
 
通
過
し
た
 
結
果
と
 
し
て
、
 
起
る
 
も
の
 
も
 
あ
り
 
得
る
 
譯
だ
。
 
例
へ
ば
 
我
々
 
が
 二
と
 
二
と
 
を
 加
 

へ
れ
ば
 
四
で
 
あ
る
と
 
論
す
 
る
、
 
其
の
 
論
す
 
る
 所
の
 

一 一
と
 
一 一

と
の
.
 
和
 は
 W
 
と
 
云
 ふ
 事
が
 
或
は
 
絶
對
 
的
の
 
s
.
^
 
で
あ
る
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 

偶
然
に
 
我
々
 
の
 思
考
し
た
 
所
が
、
 
絡
對
 
事
相
の
 
肯
綮
に
 
中
っ
て
 
居
る
 
か
も
 
知
れ
な
い
。
 

こ
れ
 
は
 
決
し
て
 
不
 W
 能
で
 
あ
る
と
 
は
^
」
 

ム 

も 
一 度

 「
二
つ
の
 
道
」
 
に 就
て
 
 

一 
一
九
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一 
二
 

〇
 

出
来
な
い
 

事
で
 

あ
る
。
 

然
し
な
が
ら
 

此
の
 

場
合
に
 

於
て
 

最
も
 

困
難
な
る
 

事
 

は
，
 

其
の
 

果
し
て
 

絕
對
的
 

事
相
で
 

あ
る
 

や
 

否
や
 

を
 

識
別
す
 

べ
き
 

標
準
が
 

全
く
 

缺
 

け
て
 

居
る
 

と
 

云
 

ふ
 

事
で
 

あ
る
。
 

例
へ
ば
 

玆
に
 

人
が
 

あ
っ
て
、
 

或
る
 

論
理
的
 

過
程
 

を
經
 

て
、
 

一 
つ
の
 

確
信
に
 

達
し
 

た
と
 

す
る
。
 

而
 

し
て
 

そ
れ
が
 

筢
對
的
 

事
相
と
 

符
合
し
て
 

居
る
 

か
も
 

知
れ
ぬ
、
 

符
合
し
て
 

居
ぬ
 

か
も
 

知
れ
ぬ
 

と
 

云
 

ふ
 

時
、
 

我
々
 

は
果
し
 

て
 

如
何
し
て
 

動
か
す
 

事
の
 

出
来
な
い
 

批
判
に
 

到
達
す
 

る
 

事
が
 

出
来
る
 

で
あ
ら
う
。
 

か
く
 

論
じ
て
 

來
 

る
と
、
 

哲
擧
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
、
 

自
 

分
が
 

こ
れ
か
ら
 

考
 

へ
て
 

見
よ
う
と
 

す
る
 

信
仰
な
る
 

も
の
に
 

比
し
て
、
 

一
 

I ̂
曖
昧
な
 

立
場
に
 

立
っ
て
 

居
る
 

と
 

思
 

ふ
。
 

當
然
の
 

事
 

だ
が
 

哲
 

擧
は
理
 

を
 

推
し
て
 

物
の
 

眞
を
觀
 

す
る
 

方
法
で
 

あ
る
。
 

然
る
に
 

哲
擧
が
 

或
る
 

結
論
に
 

達
し
た
 

場
合
、
 

如
何
に
 

理
を
 

推
し
て
も
、
 

其
の
 

眞
 

僞
を
 

知
る
 

事
が
 

出
來
 

ぬ
と
 

あ
れ
ば
、
 

そ
れ
 

は
 

推
理
 

法
の
 

根
本
的
 

誤
謬
 

を
 

暴
露
し
た
 

も
の
 

だ
と
 

云
 

は
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

と
 

思
 

ふ
。
 

然
 

ら
ば
 

直
覺
が
 

齎
ら
す
 

と
稱
 

す
る
 

所
の
 

信
仰
な
る
 

も
の
 

は
、
 

菜
し
て
 

物
の
 

眞
に
徹
 

入
し
て
 

居
る
 

で
あ
ら
う
 

か
。
 

こ
れ
 

も
 

物
の
 

眞
に
 

徹
 

入
し
 

得
ぬ
 

と
は
斷
 

言
す
 

る
 

事
が
 

出
來
 

ぬ
と
 

思
 

ふ
。
 

然
し
な
が
ら
 

同
時
に
 

そ
れ
が
、
 

絕
 

封
 

事
相
 

を
 

掌
握
し
 

得
る
 

と
も
 

云
へ
 

ぬ
蒈
 

だ
。
 

加
 之
 信
仰
の
 
事
 は
絡
對
 
的
に
 
個
人
的
の
 
事
で
 
あ
る
。
 
哲
擧
 
に
あ
っ
て
 
は
、
 
理
を
 
推
し
て
 
最
後
の
 
結
論
に
 
到
達
す
 
る
の
で
 
あ
る
か
ら
、
 

若
し
 

其
の
 

論
理
に
 

悅
服
 

す
る
 

人
 

さ
へ
 

あ
れ
ば
，
 

其
の
 

哲
學
は
 

人
か
ら
 

人
へ
 

と
傳
 

へ
て
 

行
く
 

事
が
 

出
来
る
 

譯
 

で
あ
る
が
、
 

信
仰
に
 

至
っ
て
 

は
 

全
く
 

個
人
的
 

經
驗
 

で
あ
っ
て
、
 

各
個
 

人
が
 

自
ら
 

其
の
 

經
験
 

を
體
 

達
し
な
け
れ
ば
、
 

信
仰
の
 

傳
播
は
 

全
く
 

出
來
 

ぬ
の
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

故
 

信
仰
 

は
 

全
然
 

主
觀
 

的
に
 

の
み
 

價
値
を
 

有
す
る
 

も
の
で
、
 

客
觀
 

的
に
 

は
、
 

そ
れ
が
 

實
 

世
間
に
 

現
 

は
す
 

功
過
 

を
 

除
い
て
、
 

何
等
の
 

價
値
を
 

生
 

す
べ
き
 

も
の
で
 

な
い
。
 

甲
 

某
が
 

有
す
る
 

信
仰
な
る
 

も
の
 

は
、
 

乙
 

某
 

丙
 

某
に
 

取
っ
て
 

は
無
價
 

値
な
 

も
の
で
あ
る
。
 

又
 

信
仰
 

其
の
 

者
の
 

內
容
 

に
 立
ち
入
っ
て
 
考
 
へ
て
 
見
て
 
人
間
の
 
信
仰
の
 
中
に
 
絕
對
 
事
相
が
 
如
 實
に
現
 
は
れ
 
得
る
 
か
と
 
云
 
ふ
に
、
 
決
し
て
 
さ
う
 
で
は
な
い
 
と
 思
 
ふ
 3 

人間の 直 覺と云 ふ もの- - 成り立ちに 
神祕 的な 意味 を附 する か、 一宗の 信仰 を 創立した 

人の 性格に、 
人間 以外の 力 

の
 

存
在
 

を
 

許
容
す
 

る
 

上
 

は
 

知
ら
す
、
 

苟
 

く
も
 

我
々
 

Q
 

理
性
の
 

確
實
に
 

承
認
す
 

る
 

範
疇
で
 

考
 

へ
て
 

見
る
 

時
 

は
、
 

信
仰
 

は
 

遂
に
 

相
對
 

事
相
の
 

特殊
な 

變 態と
 

見る
 

の 外 はな
い 

と 思 ふ。 結對
 

なる
 

信仰
と 

云 ふが
 

如き
 

は、 哲擧
が 

其の
 

所論
の 

絕對
的 

肯定
 

をな
 

さん
と 

す 



る
と
 

等
し
く
 

過
分
な
 

申
 

分
で
 

あ
る
。
 

一
宗
の
 

開
基
が
 

權
威
を
 

以
て
 

己
れ
 

の
 

信
仰
 

を
 

人
に
 

强
 

ふ
る
の
 

は
、
 

其
の
 

傅
 

道
^
;
 

の
^
 

W
 

な
る
 

人
 

格
 

を
顯
彰
 

し
て
 

如
何
に
も
 

潔
い
 

事
で
 

は
 

あ
る
が
、
 

冷
靜
に
 

其
の
 

眞
理
 

に
對
 

す
る
 

態
度
 

を
觀
 

察
す
れ
ば
、
 

寧
ろ
 

共
の
 

愤
摱
に
 

驚
か
ざ
る
 

を
 

得
ぬ
 

の
で
 

あ
る
。
 

我
々
 

各
 

侗
人
は
 

大
小
 

上
下
 

は
 

あ
れ
、
 

兎
に
角
 

一
個
 

他
と
 

混
淆
す
 

る
 

事
の
 

出
来
ぬ
 

個
性
 

を
^
け
 

て
 

生
れ
て
 

來
て
罟
 

る
"
 

其
の
 

我
々
 

に
 

向
っ
て
 

我
が
 

信
す
 

る
 

所
 

を
 

信
ぜ
よ
、
 

信
ぜ
す
 

ば
汝
 

の
靈
滅
 

せ
ら
る
 

べ
し
と
の
 

要
求
 

を
す
 

る
の
 

は
，
 

我
々
 

の
 

忍
ぶ
 

ベ
 

か
ら
ざ
る
 

所
で
 

あ
る
。
 

解
放
 

せ
ら
れ
た
 

我
々
 

の
 

理
性
 

は
、
 

或
る
 

哲
舉
 

系
統
の
 

中
に
 

封
入
 

せ
ら
れ
る
 

事
が
 

出
來
 

ぬ
と
 

共
に
、
 

或ろ
：：
；：
 

仰
 

侗
條
の
 
下
に
 
縛
せ
ら
れ
 
る
に
 
堪
 
へ
 な
く
な
っ
た
。
 

此
の
 

如
く
し
て
、
 

嘗
て
 

は
 

自
分
と
 

同
じ
な
 

人
間
 

す
ら
 

神
と
 

あ
が
め
て
、
 

人
力
 

を
 

超
絶
し
た
 

大
 

威
力
と
 

見
た
 

の
が
 

段
々
 

と
 

進
歩
し
て
、
 

相
 

對
界
の
 

人
で
 

あ
る
 

事
 

を
 

誇
り
と
 

す
る
 

様
に
な
っ
た
。
 

然
し
 

相
 

對
界
に
 

は
 

相
 

對
界
の
 

悲
哀
が
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

は
 

一
筋
の
 

道
 

を
 

行
く
 

と.
. 

ム
 

ふ
 

事
の
 

不
可
能
な
 

事
で
 

あ
る
。
 

我
々
 

は
 

現
在
 

此
の
 

地
上
の
 

生
活
に
 

安
住
す
 

る
樣
 

に
な
る
 

と
共
に
、
 

此
の
 

現
在
の
 

化
活
 

に
對
 

し
て
 

充
^
 

と
 

飽
和
と
 

を
 

要
求
せ
 

す
に
 

は
 

居
ら
れ
な
く
な
る
。
 

而
 

し
て
 

此
の
 

要
求
 

を
滿
 

足
し
よ
う
 

と
す
る
 

時
、
 

我
々
 

の
 

前
に
 

は
 

必
す
少
 

く
と
 

も
 

一 
一 
 

つ
 

の
 

道
が
 

現
 

は
れ
て
 

來
る
。
 

自
分
 

は
 

未
だ
 

如
何
な
る
 

言
葉
 

を
 

以
て
、
 

此
の
 

二
つ
の
 

道
 

を
 

最
も
 

適
切
に
 

言
ひ
顯
 

は
し
^
る
 

か
 

を
 

知
ら
な
い
。
 

然
し
な
が
ら
 

讀
 

者
の
 

內
的
 

生
活
の
 

經
驗
 

は
、
 

此
の
 

二
つ
の
 

道
な
る
 

も
の
 

を
 

勢
 

髴
 

し
 

得
る
 

事
と
 

思
 

ふ
。
 

少
く
 

と
も
 

rt
: 

分
の
 

愧
 

少
な
 

經
驗
 

は
 

常
に
 

自
分
に
 

內
的
 

生
活
の
 

分
離
 

を
自
覺
 

せ
し
め
る
。
 

自
分
が
 

思
 

ひ
 

切
っ
て
 

一
方
 

を
 

取
れ
ば
、
 

^
非
 

捨
て
 

& 
仕
舞
 

は
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

他
 

の
 

一
方
が
 

あ
る
。
 

自
分
が
 

一
方
 

を
 

愛
す
れ
ば
、
 

是
非
 

他
 

を
 

憎
む
べ
く
 

餘
 

儀
な
 

く
さ
れ
る
。
 

ジ
 

H
I
 

ナ
ス
の
 

颜
の
 

様
に
、
 

二
 

而
は
必
 

す
 

相
反
し
て
 

居
る
。
 

一
 

つ
の
 

事
 

を
 

思
 

ふ
 

時
、
 

又
は
 

一
 

つ
の
 

事
 

を
 

行
 

ふ
 

時
、
 

そ
れ
に
 

直
ぐ
 

附
隨
 

し
て
 

起
っ
て
 

來
る
 

も
の
 

は
、
 

の
^
^
^
 

しく
 

は 
行
爲
に
 

反
對
の
 

思
想
 

行
爲
 

で
あ
る
。
 

こ
れ
 

は
 

自
分
 

一
 

個
の
 

經
驗
 

の
み
で
な
い
 

事
 

は
、
 

自
分
が
 

此
の
 

事
 

を
 

語
っ
た
 

友
 

も
、
 

自
分
の
 

意
見
 

を
 

承
認
し
て
 

Ef
< 

れ
 

る
し
、
 

乂 
 

i:
" 

か
ら
 

の
 

思
想
の
 

中
に
 

も
、
 

此
の
 

現
象
 

は
ま
 

ざ
，
 

，《
\ 

と
 

現
 

は
れ
て
 

居
る
 

の
で
 

も
 

分
る
 

と
 

思
 

ふ
。
 

孽
に
侗
 

人
的
 

經
驗
に
 

於
て
ば
 

か
り
で
 

な
く
、
；
^
 

も 
I 

度
 

「
二
 

つ
の
 

道
」
 

に 
就
て
 
 

一 
二
 

一 



有
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武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一 ニ
ニ
 

族
の
 
歷
史
 
に
も
 
歷
々
 
其
の
 
跡
 を
 尋
ね
る
 
事
が
 
出
来
る
。
 

希
臘
 
神
話
に
 
あ
る
 
デ
ィ
 
ォ
 

一一 ソ
ス
と
 
ア
ポ
ロ
 
は
、
 
反
對
 
せ
る
 
二
 思
想
の
 
代
表
 

神
で
 
あ
る
。
 

又
 
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
と
 
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
 
は
、
 
歐
洲
 
歷
史
を
 
支
配
し
た
 
二
 潮
流
の
 
代
名
詞
で
 
あ
る
。
 
色
と
 
空
と
 
は
 佛
陀
の
 
大
手
 

腕
 を
 假
 り
て
も
.
 
容
易
に
 
調
和
す
 
る
 事
の
 
出
来
な
い
 
二
 現
象
で
 
あ
る
"
 
唯
 心
.
 唯
 物
と
 
云
 
ふ
が
 
如
き
 
も
、
 
永
く
 
解
き
 
難
い
 
謎
 語
で
 
あ
る
。
 

倫
理
 
上
の
 
個
人
主
義
.
 
社
會
 
主
義
と
 
云
 
ふ
 様
な
 
事
 も
 
其
の
 
一
例
で
 
あ
る
。
 
凡
そ
 
世
に
 
あ
る
 
名
詞
に
 
し
て
 
單
獨
に
 
存
在
し
て
、
 
對
を
爲
 
さ
 

ぬ
 名
詞
が
 
果
し
て
 
あ
る
 
だ
ら
 
う
か
。
 
ア
ダ
ム
の
 
初
め
よ
り
 
我
々
 
の
 末
に
 
至
る
 
ま
で
、
 

此
の
 
デ
ィ
 
レ
ン
マ
の
 
爲
 め
に
、
 
人
間
 
は
 ど
の
位
 

惱
 ま
さ
れ
た
 
か
 解
ら
な
い
。
 

さ
ら
ば
 
全
然
 
一
方
 
を
 捨
て
-
一
方
 
の
み
 
を
擇
み
 
取
ら
う
 
か
。
 
こ
れ
 
も
 
亦
 人
が
 
努
力
し
て
 
成
就
 
せ
ん
と
し
た
 
所
で
 
あ
る
。
 
人
の
 
思
索
 

力
が
 
漸
く
 
成
熟
し
た
 
文
明
の
 
中
 
世
紀
に
 
於
て
、
 
此
の
 
種
の
 
努
力
 
は
 殊
に
 
目
覺
 
し
か
っ
た
 
と
 
思
 
ふ
。
 
彼
等
 
は
 
一
 の
 理
想
 
を
 建
立
し
 
其
の
 

理
想
の
 
命
す
 
る
 型
の
 
中
に
、
 
心
身
 
を
 
挺
し
て
 
自
己
 
を
 入
れ
込
ん
だ
。
 

中
 
世
紀
の
 
歷
 史
 t
 
に
 名
 だ
-
る
 
人
 
は
槪
ね
 
此
の
 
種
類
の
 
人
で
 
あ
 

る
。
 
比
の
 
時
に
 
於
て
 
輩
出
し
た
 
も
の
 
は
、
 
人
間
で
 
な
く
し
て
、
 
聖
僧
 
で
あ
り
、
 
忠
臣
で
 
あ
り
、
 
孝
子
で
 
あ
り
、
 
抒
情
詩
 
人
で
 
あ
り
、
 

烈
婦
で
 
あ
り
、
 
暴
 王
で
 
あ
り
、
 
悪
漢
で
 
あ
り
、
 
扠
隸
 
で
あ
っ
た
。
 
彼
等
 
は
 彼
等
の
 
哲
 學
に
敎
 
へ
ら
れ
、
 
信
仰
に
 
導
か
れ
て
、
 
か
く
の
 

あが
 

如
き
^
 
esignation 

の
 生
活
に
 
入
る
 
事
 を
 
以
て
、
 
最
も
 
尊
い
 
態
度
 
だ
と
な
 
し
た
。
 
而
 し
て
 
此
の
様
な
 
態
度
に
 
成
功
し
た
 
も
の
 
を
 崇
め
て
 

最
も
 
豪
い
 
人
物
と
 
し
た
。
 
然
 ら
ば
 
彼
等
 
は
 果
し
て
 
此
の
 
如
き
 
態
度
の
 
中
に
 
大
安
 
心
 を
し
て
 
居
た
 
か
と
 
云
 ふ
に
、
 
決
し
て
 
左
樣
 
で
は
な
 

い
。
 
其
の
 
心
の
 
最
も
 
奥
ま
っ
た
 
處
に
 
は
、
 
或
は
 
不
安
の
 
念
と
 
な
り
、
 
或
は
 
僞
 善
の
 
形
を
爲
 
し
、
 
或
は
 
自
己
 
滅
却
の
 
態
 を
 取
り
、
 
或
は
 

自
 尊
卑
 
他
の
 
狀
を
 
作
つ
 
て
、
 
人
が
 
人
全
體
 
と
し
て
 
擧
 ぐ
る
 
反
抗
の
 
聲
が
 
潜
ん
で
 
居
た
 
の
で
 
あ
る
。
 

自
分
 
は
 人
生
の
 
解
決
の
 
爲
 め
に
、
 
か
く
の
 
如
き
 
苦
痛
 
多
き
 
努
力
 
を
爲
 
し
た
 
人
の
 
誠
 實
を
疑
 
は
う
 
と
も
し
な
 
い
し
、
 
又
 其
の
 
愚
 を
も
嗤
 

は
な
い
。
 
然
し
な
が
ら
 
世
 は
 何
時
ま
で
も
、
 
彼
等
の
 
間
違
っ
た
 
態
度
 
を
 
認
容
し
て
 
居
る
 
程
に
、
 
進
化
の
 
鈍
い
 
も
の
で
 
も
な
い
 
と
 
云
 
ふ
 

事
 を
附
け
 
加
へ
 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

時
 は
 過
ぎ
た
、
 

而
 し
て
 
セ
ル
 
ヅ
ン
 
テ
ス
が
 
ド
ン
 
.キ. ホ

 
ー 
テ
で
、
 
騎
士
 
的
 思
想
の
 
捕
虜
と
 
な
っ
た
 
片
輪
 



者
 を
 
嘲
笑
し
た
 
と
 同
時
に
、
 

シ
ェ
 
タ
ス
 
ピ
ャ
 
は
 
ハ
ム
 
レ
ッ
ト
に
 
於
て
 
理
想
の
 
桎
梏
 
を
脫
 
逸
し
た
 
一
人
の
 
人
 を
 描
き
 
始
め
た
 

c 

性
の
 
解
放
 
は
 
必
然
的
に
 
如
何
な
る
 
影
響
 
を
 人
心
に
 
及
ぼ
す
 
か
 を
、
 
的
 示
し
た
 
も
の
 
は
、
 
歐
洲
 
近
世
 
史
の
 
初
朋
 
よ
り
 
現
 は
れ
 
始
め
た
 
ノ
 

の
變
 
化
で
 
あ
る
。
 
此
の
 
前
に
 
も
 
云
っ
た
 
如
く
、
 

ハ
ム
 
レ
ッ
ト
 
は
 孝
子
た
 
る
よ
り
も
、
 
哲
舉
 
者
た
 
る
よ
り
も
、
 
愛
人
た
 
る
よ
り
も
 

t
 

行
 家
た
 
る
よ
り
も
、
 
よ
り
ん
で
 
あ
る
。
 

ハ
ム
 
レ
ッ
ト
に
 
當
て
篏
 
む
べ
き
 
型
と
 
云
 ふ
 も
の
 
は
、
 

ハ
ム
 
レ
ッ
ト
 

rt: 身
の
 
外
に
 
は
 
一つ，、 

い
。
 
お
は
 
藻
 搔
き
、
 
迷
 
ひ
、
 
苦
し
ん
だ
。
 

中
 
世
紀
の
 

til 
マ
ン
ス
に
 
あ
る
 

H
e
r
o
 
の
 面
影
 
は
、
 

ハ
ム
 
レ
ッ
ト
に
 
は
 

に
^
め
？
 
リ
が
 

出
来
ぬ
。
 

ォ
デ
 
ッ
セ
，
 -
と
 
イ
リ
ヤ
 
ッ
ド
と
 
は
 
ハ
ム
 
レ
ッ
ト
に
 
至
っ
て
、
 
鋭
角
 
を
爲
 
し
て
 
方
向
 
を
轉
 
じ
た
。
 
二
つ
の
 
近
の
 
何
れ
 
か
 を
 探
ぶ
 

ベ
く
 
餘
儀
 
な
く
さ
れ
た
 
人
 は
、
 

ハ
ム
 
レ
ッ
ト
に
 
至
っ
て
 
自
由
に
 
兩
 者
の
 
間
 を
 迷
 
ひ
 祓
い
た
。
 
自
分
 
は
 此
の
様
な
 
S
 象
 を
 無
な
 
淡
た
 
せ
 

と
 看
過
す
 
る
 事
が
 
出
来
な
い
。
 
何
故
 
な
れ
ば
 
如
上
の
 
現
象
 
は
、
 自
分
自
身
の
 
內
部
 
に
も
 
行
 は
れ
た
^
 
を
 的
確
に
 
感
卡
 
る
か
ら
で
 
あ
る
 

J 

ヘ
ム
 
レ
ッ
ト
 
は
 相
 對
界
に
 
定
住
し
ょ
う
 
と
し
た
 
人
の
 
絡
 好
の
 
典
型
で
 
あ
る
。
 
然
し
な
が
ら
 
相
 對
界
の
 
悲
哀
 
は
，
 
お
 
ほ
 彼
 を
 は
^
て
 

な
か
っ
た
。
 

彼
 は
 
二
つ
の
 
道
に
 
迷
 
ふ
と
 
云
 
ふ
 事
は
敢
 
て
し
た
が
、
 
習
慣
 
は
 彼
 を
 K
 め
て
、
 
其
の
 
不
見
識
 
を
 恥
ぢ
 
し
め
た
。
 

ハ
ム
レ
"
 

ト 

は
 迷
へ
 
る
 
己
れ
 
を
 
日 一

つ
 憐
み
 
且
つ
 
卑
し
ん
だ
。
 
其
の
 
理
性
に
 
於
て
 
前
人
の
 
迷
 蒙
 を
 打
破
し
た
 
彼
 は
、
 
其
の
お
 
惯
に
 
於
て
 
依
然
 
あ
—
〜
 

の
 身
で
 
あ
つ
た
が
 
故
に
、
 
彼
 は
 常
に
 
己
れ
 
の
正
當
 
な
る
 
行
爲
を
 
運
命
に
 
假
 託
し
て
、
 
僅
か
に
 
所
^
^
 
心
の
^
 
®
 を
 免
れ
よ
う
 
と
し
た
 

自
分
 
は
 
心
か
ら
 
ハ
ム
 
レ
ッ
ト
の
 
苦
衷
 
を
 憐
れ
ま
ざ
る
 
を
 得
な
い
。
 

何
故
 
な
れ
ば
 
現
在
 
我
々
 
の
 大
部
分
 
は
、
 
大
抵
 
此
の
お
^
 
に
あ
っ
て
 

煩
悶
し
て
 
居
る
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 

然
し
な
が
ら
 
能
く
 
考
 
へ
て
 
見
る
 
と
、
 
此
の
 
悲
哀
 
は
 畢
竟
 
謂
 は
れ
の
 
な
い
 
悲
哀
 
だ
と
 
思
 ふ
。
 
今
ま
で
 
我
々
 
の
 上
に
 
あ
っ
て
 

さ
 

ン 

配
し
て
 
居
た
 
も
の
 
は
、
 絶
 對
に
對
 
す
る
 
觀
念
 
で
あ
る
 
事
 は
 前
に
 
も
 
言
っ
た
。
 
此
の
 
觀
念
は
 

々
な
 
形
 を
 
取
っ
て
 
我
々
 

グ、 
に
、
 成
 ザ，：： 

に
 現
 は
れ
た
。
 
或
る
時
 
は
 信
仰
と
 
な
っ
た
。
 

又
 或
る
時
 
は
 
理
想
と
 
な
っ
た
。
 
我
々
 
は
 其
の
 
现
想
 
な
り
^
 
仰
な
 
り
に
 

に
な
 
シ
ノ
 
 I 

曲
げ
て
、
 
曲
り
 
兼
ね
る
 
部
分
 
は
 
抛
げ
 
捨
て
 
\、 換

言
す
れ
ば
 
己
れ
 
を
 其
の
 
理
想
な
 
り 
信
仰
な
 
り
の
 
鑄
 型
の
 
巾
で
 
改
^
し
て
 
4
"
 
卞
る
^
 

i 
一  お

 「
二
 
つ 
S
 

一に 就
て
 
 
-
 
 

一 ニー 一一 



. 有
 

島
武
郎
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
ー
 
 

四
 

ら
 

ね
ば
な
ら
 

ぬ
と
 

思
っ
て
 

居
た
 

の
が
、
 

今
 

突
然
 

相
 

對
界
の
 

人
と
 

な
っ
て
 

見
る
 

と
、
 

嚮
に
 

曲
り
 

兼
ね
る
 

と
 

思
っ
て
 

捨
て
た
 

部
分
 

も
、
 

再
び
 

自
己
の
 

一
 

部
分
に
 

な
っ
て
 

こ
れ
に
 

統
 

一
 

し
た
 

思
考
 

行
動
が
 

さ
ま
た
げ
ら
れ
る
 

事
に
な
る
。
 

玆
が
ハ
 

ム 
レ
ッ
ト
の
 

煩
悶
し
た
 

所
以
で
 

あ
 

る
。
 

然
し
 

一
 

度
 

か
ふ
る
 

態
度
に
 

出
た
 

以
上
、
 

我
々
 

の
 

思
考
 

行
動
に
 

昔
日
の
 

樣
な
铳
 

一
 

が
 

あ
り
 

得
な
 

い
の
は
 

當
然
の
 

事
で
 

v
i
i
 

か
も
 

怪
し
 

む
 

要
は
な
い
 

害
 

だ
。
 

矛
盾
の
 

起
る
 

の
 

は
 

知
れ
た
 

話
で
 

あ
る
。
 

我
々
 

の
 

生
活
に
 

矛
盾
の
 

な
い
 

漦
な
 

事
が
、
 

全
體
 

間
違
っ
た
 

事
 

K
 

な
の
で
、
 

ク 
口  .1 

ズ 

結
着
し
た
 

論
理
が
 

作
爲
 

で
あ
る
 

如
く
 

矛
盾
の
 

な
い
 

人
生
と
 

云
 

ふ
 

も
の
が
 

あ
っ
た
ら
ば
 

自
分
 

は
 

其
の
 

人
生
の
 

根
柢
 

を
 

疑
 

は
ざ
る
 

を
 

得
 

な
い
 

の
で
 

あ
る
。
 

我
々
 

は
 

今
ま
で
 

此
の
 

矛
盾
 

を
 

苦
痛
 

だ
と
 

思
 

ひ
、
 

恥
づ
 

べ
き
 

事
 

だ
と
 

思
 

ひ
、
 

統
 

一
 

し
た
 

一
筋
道
 

を
 

歩
ま
ね
ば
、
 

內
的
 

生
活
 

は
 

立
ち
 

ど
こ
ろ
 

に
 

消
滅
す
 

る
と
 

思
っ
て
 

居
た
 

が
、
 

結
 

對
的
實
 

在
と
 

か
眞
理
 

と
か
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
、
 

全
然
 

人
間
の
 

思
 

度
 

以
外
に
 

あ
る
 

も
 

の
と
 

感
じ
て
 

は
、
 

此
の
 

矛
盾
 

こ
そ
 

人
間
 

本
来
の
 

立
場
 

だ
と
 

云
 

ふ
 

事
を
覺
 

つ
て
、
 

其
の
 

中
に
 

安
住
し
 

得
る
 

を
 

誇
る
べ
き
 

だ
と
 

思
 

ふ
。
 

卽
ち
 

矛
盾
 

を
 

抱
擁
し
た
 

人
間
 

全
體
 

と
し
て
の
 

活
動
、
 

自
己
の
 

建
設
と
 

確
立
、
 

こ
れ
が
 

我
々
 

の
勉
 

む
べ
き
 

目
前
の
 

事
業
で
 

は
な
い
 

か
。
 

其
の
 

事
業
が
 

出
來
 

上
っ
た
 

上
で
 

如
何
す
 

る
と
 

云
 

ふ
樣
な
 

問
題
の
 

解
決
 

は
、
 

明
日
 

此
の
世
の
 

中
に
 

生
れ
て
 

來
る
 

人
に
 

讓
 

つ
て
 

置
け
 

ば
い
-
。
 

自
分
 

は
 

此
の
 

點
に
喑
 

示
を
與
 

へ
る
 

爲
 

め
に
 

此
の
 

前
へ
 

ダ
.
 

ガ
ブ
 

ラ
 

I 
を
 

引
き
合
 

ひ
に
 

出
し
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

へ
 

ダ
は
實
 

に
 

此
の
 

程
度
に
 

於
け
 

る
 

代
表
的
 

人
物
 

だ
と
 

思
 

ふ
。
 

彼
女
 

は
 

決
し
て
 

自
己
 

內
 

部
の
 

矛
盾
に
 

就
て
 

悲
歎
し
た
 

事
 

は
な
い
。
 

彼
女
に
 

取
っ
て
 

は
 

驚
く
 

に
堪
 

へ
た
 

其
の
 

內
 

部
の
 

矛
盾
 

は
 

當
然
な
 

事
な
 

の
で
 

あ
る
。
 

唯
 

彼
女
が
 

恐
れ
に
 

長
れ
 

て
 

悶
え
た
 

の
 

は
、
 

へ
 

ダ
と
云
 

ふ
 

一
個
の
 

人
が
 

外
界
 

の
壓
 

迫
に
 

よ
っ
て
 

破
碎
 

さ
れ
ん
 

事
で
あ
っ
た
。
 

此
の
 

爲
め
 

に
へ
 

ダ
は
肉
 

を
 

殺
し
て
 

ま
で
 

戰
ひ
拔
 

い
た
。
 

彼
女
 

は
 

立
派
な
 

殉
敎
 

者
で
 

あ
 

る
。
 

ハ
ム
レ
 

ッ
ト
 

は
へ
 

ダ
に
 

至
っ
て
 

更
に
 

急
激
な
 

囘
轉
 

を
し
た
 

と
 

云
 

は
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

^
々
に
 

取
っ
て
 

へ
ダ
 

と
な
る
 

の
 

は
 

苦
痛
で
 

あ
る
。
 

然
し
な
が
ら
 

其
の
 

苦
痛
な
る
 

に
も
 

係
 

は
ら
す
、
 

我
々
 

は
へ
 

ダ
 

た
る
の
 

要
求
 

を
 

心
 

の
 

奥
底
に
 

感
じ
 

は
し
な
い
 

か
。
 

先
づ
 

我
々
 

は
 

先
祖
 

傳
來
の
 

筢
對
觀
 

念
に
 

暇
 

乞
 

を
し
て
、
 

自
己
に
 

立
ち
 

歸
ら
 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

而
 

し
て
 

我
 

我
が
 

皆
 

立
ち
 

歸
る
 

事
に
 

於
て
 

成
功
し
た
な
ら
ば
、
 

其
の
上
の
 

要
求
 

は
 

其
處
に
 

我
々
 

を
 

待
っ
て
 

罟
 

る
で
 

あ
ら
う
。
 



こ
れ
 
は
 少
し
く
 
餘
 論
に
 
亙
る
 
が
、
 
自
分
 
は
 如
上
の
 
立
場
か
ら
、
 
藝
術
界
 
の
 主
義
な
る
 
も
の
に
 
對
 し
て
、
 
心
か
ら
の
^
^
と
^
 
侮
と
 

を
 ¥5 す

る
 
旨
 を
 
一
言
し
て
 
置
き
た
い
。
 
人
生
 
を
 如
 實
に
觀
 
じ
て
 
こ
れ
 
を
 
具
象
す
べ
き
 
藝
術
 
を
、
 
主
義
の
 
名
の
 
下
に
 
狭
め
 
ゆ
が
め
る
 
の
 

は
 果
し
て
 
何
の
 
意
で
 
あ
ら
う
。
 
か
の
 
評
者
と
 
云
 
ふ
 
命
 

名
 
を
 
以
て
 
能
事
と
 
な
す
 
人
々
 
が
、
 
勝
 乎
に
 
名
 を
 命
す
 
る
の
 
な
ら
、
 
^
の
 

爲
 す
が
 
儘
に
 
委
せ
る
 
の
 も
 
妨
げ
な
い
 
が
、
 
作
者
 
自
ら
が
 
臂
を
 
張
っ
て
、
 
自
分
 
は
 何
 主
義
で
 
御
座
る
 
と
 
云
 ふ
に
 
至
っ
て
 
は
、
 
n
 
ら
 
#1 ら

 

ざ
る
の
 
責
を
 
免
れ
る
 
事
 は
出
來
 
ま
い
。
 
文
 學
と
は
 
兄
弟
の
 
關
係
 
あ
る
 
繪
畫
 
彫
刻
に
 
於
て
 
は
、
 
主
義
 
や
 宗
家
 
を
 
以
て
、
 
其
の
 
作
"
 
の
说
 

S
 
と
す
る
 
馬
鹿
 
は
、
 
急
激
な
 
勢
 を
 
以
て
 
破
 壌
さ
れ
 
つ
-
あ
る
 
で
は
な
い
 
か
。
 
自
己
の
 
勢
力
、
 
自
己
の
 
確
立
、
 

n
,
J
 
の
^
^
:
 
と
 
-
s
^
 
リ
 

が
、
 
藝
 術
の
 
第
一
義
と
 
し
て
 
承
認
さ
れ
 
體
 得
さ
れ
て
 
居
る
 
間
に
、
 
文
擧
は
 
主
義
の
 
名
の
 
下
に
 
人
^
の
 
见
方
、
 
见
 
る
べ
き
 
人
^
の
 
M
m
 

を
 限
っ
て
、
 
得
々
 
と
し
て
 
居
る
 
の
 は
 何
ん
 
た
る
 
事
で
 
あ
ら
う
。
 
自
分
 
は
 主
義
の
 
爭
 
ひ
の
 
爲
 め
に
 
作
家
が
 
m
 ゐ
た
 
努
力
 
を
、
 
W
 び
 作
物
 

の
 方
に
 
牧
 め
ん
 
事
 を
 
切
望
す
 
る
 者
で
 
あ
る
。
 

(一 
九
 
一 〇

 年
 八
月
、
 
r
.
M
^
j
 
所
載
)
 

も 
I 度

 「
二
 
つ
の
 
道
」
 
に 就
て
 
 

一 二
 五
 



冇
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

1
 

二
 

六
 

叛
逆
 

者
 

(
a
 

ダ
ン
に
 

關
 

す
る
 

考
察
)
 

St
at
io
na
ry
  

Pe
ri
od
 

と
か
 

D
a
r
k
 
 

Ag
es
 

と
か
 

云
 

ふ
 

名
で
 

知
ら
れ
た
 

歐
洲
 

史
上
の
 

一
 

時
期
 

は
、
 

新
し
い
 

意
義
 

を
 

提
げ
て
、
 

現
代
文
明
 

の
 

核
心
に
 

萠
芽
 

を
 

出
し
 

始
め
た
 

と
 

私
 

は
 

信
す
 

る
。
 

喑
黑
 

か
ら
 

喑
黑
 

に
迗
 

つ
て
 

や
っ
た
 

父
無
し
子
の
 

記
憶
が
、
 

肉
 

情
の
 

衰
へ
 

か
け
た
 

母
 

の
 

胸
底
 

を
 

薄
 

氣
味
惡
 

く
 

か
き
 

亂
す
 

や
う
に
、
 

現
代
の
 

文
明
 

は
と
 

も
す
 

る
と
 

喑
黑
 

と
名
づ
 

け
ら
れ
た
 

過
去
の
 

一
時
期
の
 

爲
 

め
に
 

脅
か
さ
 

れ
て
 

居
る
。
 

脅
か
さ
れ
て
 

ゐ
 

る
と
 

云
 

ふ
だ
け
 

で
は
 

未
だ
 

足
り
な
い
。
 

其
の
 

時
期
の
 

精
神
の
 

復
活
と
 

勃
興
と
 

に
對
 

し
て
、
 

悶
え
な
が
ら
 

彌
缝
 
に
 JI- は

し
い
 
と
 
私
 は
 田 3 ふ

。
 

ー
體
歐
 

洲
史
は
 

何
故
 

r
 

喑
黑
 

j 
と
か
 

「
停
 

滯
」
 

と
か
 

云
 

ふ
 

名
の
 

下
に
、
 

今
ま
で
 

中
 

世
紀
 

を
 

顧
み
す
 

に
 

居
た
 

の
で
 

あ
ら
う
。
 

或
は
 

研
 

究
 材
料
と
 
か
 言
語
と
 
か
い
ふ
 
物
質
的
の
 
色
々
 
な
 
困
難
が
、
 
其
の
 
研
究
 
を
 妨
げ
た
 
の
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 

又
 實
際
歷
 
史
家
が
、
 

中
 
世
紀
に
 

は
、
 

瑣
末
な
 

事
件
の
 

外
に
、
 

特
別
な
 

研
鑽
に
 

値
す
る
 

題
目
が
な
か
っ
た
 

と
 

信
じ
て
 

居
た
 

の
か
 

も
 

知
れ
な
い
。
 

若
し
 

原
因
が
 

前
者
 

だ
と
 

す
れ
ば
、
 

そ
れ
 

は
據
 

な
い
 

事
で
 

も
 

あ
ら
う
。
 

こ
れ
に
 

反
し
て
 

後
者
が
 

原
因
 

だ
と
 

す
れ
ば
、
 

歷
 

史
家
の
 

讀
 

史
眼
 

は
、
 

花
簪
の
 

美
醜
 

を
 

見
 

分
け
 

得
る
 

少
女
の
 

眼
識
に
 

も
 

劣
っ
た
 

も
の
 

だ
と
 

云
 

は
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

中
 

世
紀
の
 

間
に
 

建
て
ら
れ
た
 

典
型
的
な
 

寺
院
 

一 
つ
 

を
 

眼
の
 

前
に
 

置
い
て
 

考
 

へ
れ
ば
、
 

此
の
 

時
期
の
 

ゆ
る
が
せ
に
 

出
来
な
い
 

事
 

は
 

直
ぐ
 

判
る
 

害
で
 

あ
る
。
 

歷
 

史
家
の
 

凡
て
が
 

そ
れ
に
 

氣
附
 

か
な
い
 

程 非常識で 
は あるまい。 
自分 は 此の 時期の 研究が 等閑に せられた 

原因 を 他に 求めて 見たい。 それ は歷 史家が 中世 

紀
と
 
現
代
文
明
と
の
 
間
に
 
は
 何
等
 
有
機
的
の
 
連
絡
が
 
な
く
、
 
却
っ
て
 
遠
く
 
中
 
世
紀
 
を
 遡
り
 
盡
 し
た
 
羅
馬
 
文
明
が
、
 
密
接
の
 
交
渉
 
を
 現
代
 



に
 i
 い
で
 
居
る
 
の
 を
 認
め
た
 
の
で
、
 
其
の
 
研
究
が
 
勢
 
ひ
 古
代
に
 
偏
し
て
、
 
中
世
に
 
疎
く
な
 
つ
た
の
 
だ
と
 
見
る
 
の
で
 
あ
る
。
 
此
の
 
兑
方
 

な
ら
ば
 

ひ ー
"
|
 り
の
 
理
由
が
 
あ
ら
う
 
と
 思
 
ふ
。
 
實
際
 
近
世
 
史
上
に
 
現
 は
れ
た
 
諸
 現
象
 
を
 過
去
の
 
事
實
に
 
照
ら
し
 
合
せ
て
 
兌
る
 
と
、
 
屮
^
 

を
 飛
 f
 
越
し
て
、
 

一
躍
 古
代
 
殊
に
 
羅
馬
 
帝
政
の
 
盛
時
に
 
遡
る
 
場
合
が
 
確
か
に
 
多
い
。
 
中
央
 
集
權
 
的
の
 
傾
向
が
 
さ
う
 
で
あ
る
。
 

、に 

義
的
 
が
さ
う
 
で
あ
る
。
 
奴
隸
 
階
級
 
(
其
の
 
形
式
 
は
 
一
見
 
そ
の
 
如
く
 
見
え
ぬ
 
に
も
せ
 
よ
)
 
の
 設
立
が
 
さ
う
 
で
あ
る
。
 

の
 興
亡
 
を
お
 
お
 

て
、
 
き
 
在
に
 
於
け
 
る
國
家
 
存
在
の
 
基
礎
に
 
合
理
的
な
 
論
理
 
を
與
 
へ
る
 
の
が
 
歷
史
 
研
究
の
 
本
義
と
 
心
^
た
 
常
世
の
^
^
^
 
は
、
 
か
"
 
る
 

き
 
象
を
昆
 
て
、
 
中
世
と
 
現
代
と
 
を
 結
ぴ
附
 
く
べ
き
 
緊
要
な
 
連
絡
 
を
 見
出
す
 
の
に
 
苦
し
ん
だ
 
結
 菜
、
 
中
世
 
は
 過
去
の
 
忘
却
の
 
巾
 
に
^
り
 

去
ら
れ
た
 
者
 だ
と
し
て
、
 
こ
れ
に
 
「
暗
 黑
」
 と
か
 
「
停
滞
」
 
と
か
 
云
ふ
諡
 
を
し
た
。
 
而
 し
て
、
 
不
幸
な
 
此
の
 
一
時
期
 
は
、
 
^
^
^
^
1
 

達
か
ら
 
云
 ふ
と
、
 
僅
か
に
 
少
年
 
期
 を
 過
ぎ
た
 
許
り
で
、
 
無
殘
 
に
も
 
挫
折
し
た
 
ま
 
X、 

か
 
\ 
る
 忌
 は
し
い
 
諡
の
 
下
に
 
葬
ら
れ
て
 
り
^
つ
 

た
の
で
 
あ
る
。
 
 

_ 

然
し
 
實
際
 
中
世
 
は
そ
ん
な
 
喑
黑
な
 
時
代
で
 
も
な
 
く
、
 
叉
 そ
ん
な
 
停
滞
し
た
 
時
代
で
 
も
な
い
 
の
で
 
あ
る
。
 
中
^
お
 
の
ィ
 
し
た
 
W
 ィ
の
 

特
き
 
か
ら
 
論
す
 
る
な
ら
 
ば
、
 
表
面
の
 
暗
黑
 
停
滞
に
 
似
 も
や
ら
ぬ
 
獨
創
 
的
な
 
有
機
的
な
 
現
象
が
 
其
の
 
底
に
 
流
れ
て
^
 
て
 

諸
方
，
 い
に
 
向
 

つ
て
 
華
々
 
し
い
 
發
達
 
を
な
 
さ
ん
と
 
し
て
 
ゐ
 
た
の
で
 
あ
る
。
 

所
謂
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
文
化
と
 
概
稱
 
せ
ら
れ
る
 
膀
ぉ
的
 
現
象
 
は
 そ
れ
で
あ
っ
た
 

然
し
 
不
幸
に
 
も
 
此
の
 
時
期
の
 
發
達
は
 
途
中
で
 
杜
絶
し
て
 
仕
舞
っ
て
、
 
其
の
後
に
 
文
藝
 
復
興
 
期
と
 
云
 ふ
 近
世
の
^
 
礎
が
^
 
ゑ
ら
 
れ
 た
の
 

で
あ
る
。
 
自
由
 
都
市
 
は
片
 
つ
ば
し
 
か
ら
 
倒
れ
て
 
近
代
の
 
國
家
 
組
織
に
 
代
り
、
 

コ
ム
 
ミ
ュ
 

ー 
ン 
の
 制
度
 
は
す
 
た
れ
て
 
^
も
 
M
 ぼ
に
^
 

じ
、
 
超
然
と
 
し
て
 
凡
て
の
 
現
世
 
的
 桎
梏
か
ら
 
か
け
 
離
れ
た
 
僧
庵
 
は
 滅
び
て
、
 
國
 家
政
 
體
と
 
密
接
な
 
關
 係
の
 
あ
る
^
 
仰
が
 
起
り
 

「
人
 
は
 

中
 
世
紀
の
 
羅
馬
 
法
王
 
朝
 を
 
云
々
 
す
る
 
が
、
 

こ
れ
 
は
羅
馬
 
末
世
の
 

一
 現
象
の
 
接
繽
 
で
あ
る
 
事
 を
 忘
れ
て
 
は
な
ら
ぬ
)
、
 
n
^
*
A
^
 

藝
術
は
 
跡
 を
 絶
っ
て
 
貴
族
的
 
客
間
 
的
藝
 
術
が
 
榮
ぇ
、
 
自
由
な
 
獨
創
 
的
な
 
人
心
の
 
活
動
 
は
屛
 
息
し
て
 
世
は
復
 
ト
^
 
も
ま
の
^
と
/
 

Z  / 

こ
 
1
 
よ
 ，
一
面
に
 
は
 今
世
紀
の
 
病
 所
ば
 
か
り
 
を
 指
摘
し
て
、
 

一
 面
に
 
は
 中
 世
紀
に
 
於
け
 
る
 發
展
を
 
光
明
 
的
 方
面
ば
 
力
り
 
力
ら
 
數
へ
 
立
て
 

叛
逆
 
者
 
 

一
二
 
七
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一
二
 

人 

た
 

一
 

面
觀
 

で
は
 

あ
ら
う
 

け
れ
ど
も
、
 

一
 

面
觀
 

に
せ
よ
、
 

上
述
の
 

現
象
 

は
 

確
か
に
 

起
っ
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

か
く
の
 

如
く
に
 

し
て
 

中
世
の
 

精
^
 

は
 

事
實
に
 

於
て
 

斃
れ
て
 

近
代
の
 

歷
史
が
 

始
ま
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

歷
 

史
家
 

は
 

安
堵
し
て
 

此
の
 

時
代
 

を
 

度
外
視
し
ょ
う
 

と
し
た
。
 

然
る
に
 

死
 

ん
 

だ
と
 

思
 

は
れ
た
 

中
 

世
紀
 

的
 

精
神
の
 

閃
光
が
、
 

近
世
 

史
の
此
 

所
 

波
 

所
に
 

現
 

は
れ
 

出
し
た
。
 

始
め
の
 

中
 

は
 

此
の
 

現
象
 

は
、
 

過
去
と
 

何
等
の
 

關
係
 

も
な
い
 

偶
發
 

的
な
 

も
の
と
 

し
て
 

取
り
扱
 

は
れ
た
 

が
、
 

日
を
經
 

る
に
 

從
 

つ
て
 

其
の
 

顯
 

は
れ
 

は
 

頻
繁
に
 

且
つ
 

顯
著
 

に
な
っ
て
 

來
 

Ja
。 

le
 

し
て
 

そ.
 

V
 

が
 

現
代
文
明
の
 

根
本
的
 

要
件
と
 

牴
觸
 

さ
へ
 

す
る
 

や
う
に
 

嵩
 

じ
て
 

行
っ
た
。
 

ァ
 

ダ
ビ
 

チ
ズ
 

ム
の
 

法
則
に
 

從
 

つ
て
、
 

遠
く
 

古
 

代
の
 

特
質
 

を
繼
 

承
し
て
 

ゐ
た
 

現
代
 

は
、
 

見
 

も
 

知
り
 

も
せ
ぬ
 

直
 

親
の
 

面
影
 

を
 

自
己
の
 

中
に
 

發
 

見
し
て
、
 

而
 

し
て
 

其
の
 

出
現
が
 

自
己
 

本
來
 

の
 

面
目
と
 

矛
盾
す
 

る
 

場
合
 

さ
へ
 

あ
る
 

事
を
覺
 

つ
て
、
 

驚
い
て
 

悶
え
 

始
め
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

佛
國
 

革
命
が
 

ル
ヰ
第
 

十
四
 

世
に
 

よ
っ
て
 

完
成
さ
れ
 

た
羅
馬
 

帝
政
 

型
の
 

帝
國
 

主
義
に
 

對
 

す
る
 

中
 

世
紀
 

自
由
 

都
市
 

的
 

精
神
の
 

反
抗
で
 

あ
 

つ
た
 

如
く
、
 

社
會
 

主
義
の
 

勃
興
が
 

古
代
の
 

扠
隸
 

主
義
 

型
の
 

資
本
 

制
度
に
 

對
 

す
る
 

中
 

世
紀
 

コ
ム
 

ミ
ュ
 

ー 
ン
的
 

精
神
の
 

反
抗
で
 

あ
る
 

如
く
、
 

科
擧
 

の
發
展
 

が
、
 

希
臘
羅
 

馬
の
 

系
統
 

を
 

引
い
た
、
 

攉
威
を
 

立
し
て
 

鑄
 

型
に
 

篏
め
 

込
む
 

瞑
想
 

的
 

哲
學
の
 

傾
向
に
 

對
 

し
て
、
 

中
 

世
紀
の
 

事
 

實
 

討
究
の
 

精
神
の
 

反
抗
で
 

あ
る
 

如
く
、
 

近
世
 

藝
 

術
の
 

勃
興
 

は
文
藝
 

復
興
 

期
 

I
 

延
い
て
は
 

羅
馬
 

風
の
 

藝
術
 

家
の
 

個
性
と
 

自
然
と
 

を
 

無
 

視
 

し
た
 

模
倣
 

藝
 

術
に
 

對
 

す
る
 

獨
 

創
的
ゴ
 

シ
ッ
ク
 

藝
 

術
の
 

反
抗
と
 

稱
 

し
て
 

い
 

X
。
 

か
の
 

文
藝
復
 

輿
 

期
が
 

ク
ラ
シ
 

シ
ズ
ム
 

の
 

復
興
 

を
 

謀
っ
て
、
 

そ
の
 

爲
 

め
に
 

模
倣
の
 

醜
態
に
 

陷
 

つ
た
 

事
 

は
、
 

圓
柱
 

若
し
く
は
 

角
柱
の
 

上
に
 

意
^
も
 

な
く
 

ェ 
ン 

タ
ブ
 

レ
チ
 

ユ
ア
の
 

斷
片
を
 

置
い
た
 

あ
の
 

遣
り
方
 

一
 

つ
 

を
 

見
た
 

ビ 
け
で
 

大
體
を
 

窺
 

ふ
 

事
が
 

出
来
る
。
 

又
ビ
 

ラ
ス
タ
 

ー 

と
 

云
 

ふ
や
う
な
、
 

形
骸
の
 

み
を
殘
 

し
た
、
 

装
飾
と
 

し
て
 

は
 

拙
い
 

装
飾
 

を
 

案
出
し
た
 

の
 

を
 

見
て
も
、
 

如
何
に
 

ク
ラ
シ
，
 

ク
 

趣
味
の
 

復
興
 

が
單
に
 

模
倣
に
 

終
っ
て
、
 

眞
 

精
神
の
 

傳
承
を
 

誤
っ
て
 

ゐ
 

た
か
の
 

證
據
 

に
な
る
。
 

此
の
 

事
實
は
 

建
築
ば
 

か
り
で
 

は
な
い
。
 

繪
畫
の
 

上
に
 



も
 
現
 は
れ
て
 
居
る
。
 

か
の
 
ラ
フ
 

ァ 
H ル

前
 
派
の
 
畫
家
 
を
し
て
、
 

ラ
フ
 
ァ
ェ
 
ル
 以
後
の
 
畫
 家
に
 
舉
 ぶ
の
 
を
 卑
し
い
 
事
と
 
思
 は
せ
 
た
 
一
 事
 

を
 
兌
て
も
、
 
如
何
に
 
當
 時
の
 
畫
界
が
 
形
式
の
 
末
に
 
泥
ん
で
、
 
自
ら
 
見
る
 
の
 眼
 を
 失
っ
て
 
居
た
 
か
の
 
例
證
 
と
な
ら
う
。
 
こ
ん
な
 
狀
 態
に
 

あ
っ
て
 
獨
り
 
彫
刻
が
 
除
外
例
で
 
居
る
 
害
 は
な
い
。
 
復
興
 
期
 以
來
大
 
彫
刻
家
 
も
 
出
て
 
ゐ
 な
い
で
 
は
な
い
。
 
傑
作
と
 
云
 は
れ
る
 
も
の
 
も
 
生
 

れ
て
ゐ
 
な
い
で
 
は
な
い
。
 
然
し
 
確
か
に
 
そ
こ
に
 
は
傳
習
 
的
な
 
模
倣
か
ら
 
出
發
 
し
て
 
或
る
 
程
度
の
 
効
果
 
を
收
め
 
得
た
 
に
過
ぎ
な
い
 
恨
み
 

が
 明
か
に
 
見
出
さ
れ
る
。
 
最
も
 
獨
創
カ
 
を
 要
す
る
 
藝
術
界
 
に
あ
っ
て
 
模
倣
と
 
傳
習
程
 
恐
ろ
し
い
 
獅
子
 
身
中
の
 
蟲
 は
な
い
。
 
お
 
然
^
 
十
七
 

十
八
 
世
紀
に
 
及
ん
で
 
彫
刻
 
は
 痛
ま
し
い
 
程
の
 
退
化
 
墮
落
 
を
な
 
し
た
。
 
第
 十
八
 
世
紀
の
 
中
葉
か
ら
 
は
 殊
に
 
古
代
お
 
術
の
 
殘
^
:
 
を
^
め
 
る
 

傾
向
が
 
生
じ
、
 
ナ
ボ
レ
 
オ
ン
 
第
一
 
世
が
 
怫
國
を
 
統
一
 
す
る
 
に
 至
っ
て
 
は
、
 古
羅
馬
 
帝
！
：
 を
 夢
み
 
て
，
 
文
物
 
制
度
 
は
 
一 向
に
 
其
の
 
昔
に
 
则
 

つ
た
の
で
、
 
彫
刻
 
も
 
自
ら
 
其
の
 
影
響
 
を
 蒙
ら
ざ
る
 
を
 得
な
か
っ
た
。
 

ナ
ボ
レ
 
オ
ン
 
第
；
 二
世
に
 
至
っ
て
 
其
の
 
弊
 は
^
に
^
し
 
か
っ
た
。
 

か
の
 
全
く
 
內
部
 
生
命
 
を
 閑
却
し
た
 
權
威
 
な
き
 
製
作
 
は
、
 
大
多
數
 
の
 匠
 人
に
 
よ
っ
て
 
臆
面
も
な
く
 
試
み
ら
れ
、
 
嘗
て
 
ア
ミ
 
ァ
 
ン 
の
 基
^
、
 

サ
ン
.
 
デ
 

一一 
ス
の
 
浮
彫
に
 
全
然
 
新
し
い
 
藝
術
的
 
精
神
の
 
發
露
を
 
示
し
た
 
ゴ
シ
ッ
ク
 
藝
術
 
家
の
 
子
孫
 
は
、
 
見
る
 
影
 も
な
 
く
ゆ
^
に
 
陷
 
つ
た
 

の
で
 
あ
る
。
 
 

• 

然
し
 
か
-
る
 
墮
 落
の
 
風
潮
 
は
、
 
美
的
 
直
覺
の
 
極
め
て
 
鋭
敏
な
 
佛
國
 
民
の
 
長
く
 
堪
へ
 
得
る
 
所
で
は
な
い
。
 
彼
等
 
は
 
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
に
 

對
 し
て
 
反
抗
の
 
聲
 を
擧
げ
 
始
め
た
。
 
文
學
界
 
に
あ
っ
て
 
フ
ロ
 

ー 
ベ
ル
、
 
ゴ
ン
ク
 

ー 
ル
の
斃
 
し
た
 
メ
ヂ
 
ュ
サ
 
は
こ
れ
 
で
あ
っ
た
。
 

綺
 W
 

に
あ
っ
て
 
ク
ル
べ
 

ー
、
 
ド
ラ
 
ク
 
ロ
ア
の
 
屠
っ
た
 
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
 
は
こ
れ
 
で
あ
っ
た
。
 

ゴ
 
シ
ッ
ク
 
精
神
の
 
復
活
 
は
、
 
多
大
の
 
反
抗
と
 
非
難
 

と
の
 
間
に
、
 
藝
術
界
 
に
も
 
行
 は
れ
つ
、
 
あ
つ
た
の
 
だ
。
 
獨
り
 
彫
刻
界
 
だ
け
 
は
 他
の
 
藝
術
的
 
活
動
か
ら
 
は
 非
常
に
お
 
く
れ
て
^
く
^
 
眠
 

か
ら
 
覺
め
 
兼
ね
て
 
ゐ
 
た
の
で
 
あ
る
が
、
 

ォ
 
I 
ギ
ュ
 
ス
ト
.
 
ロ
ダ
ン
が
 
現
 は
れ
て
、
 
絶
大
な
 
甦
生
の
 
風
潮
 
を
 
捲
き
 
起
し
て
か
ら
、
 
俄
然
と
 

し
て
 

一 時
に
 

一 大
 飛
躍
 
を
 
試
み
、
 
藝
術
界
 
の
 先
頭
に
 
立
っ
て
 

一
 代
の
 
傾
向
 
を
 指
導
す
 
る
 程
の
 
機
 威
 
を
 振
 
ふ
に
 
至
っ
た
 
の
で
 
あ
る
。
 

叛
逆
 
者
 
 

ニ
ー
 
九
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
卷
 
 

一 三
 〇
 

ミ 

くさ
びが
た 

T
y
m
p
m
n
m
 

の
 尖
 頭
で
 
大
空
 
を
 楔
形
に
 
立
ち
 
割
っ
て
 
聳
え
 
立
つ
 
灰
色
の
 
バ
 
ン 
テ
オ
ン
の
 
前
に
 
立
っ
て
，
 

一
 わ
た
り
 
極
め
て
 
嚴
肅
典
 

整
な
 
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
 
建
築
 
を
 見
渡
し
た
 
後
、
 
鐵
 柵
を
橫
 
ぎ
っ
て
 

portico 
の
 石
段
に
 
足
 を
 
か
け
て
 
上
 を
 
仰
ぐ
 
と
、
 看
る
 
者
の
 
前
に
 
直
線
 

まづ
し 

ぐら
 

を
な
 
し
て
 
水
平
に
 
橫
 は
る
の
 
は
、
 幾
 層
の
 
階
段
に
 
よ
っ
て
 
作
ら
る
 

\ 
併
行
線
で
 
あ
る
、
 

H 
ン 
タ
ブ
 
レ
チ
 
ユ
ア
か
ら
 
慕
 地
に
 
切
り
込
む
 
樣
 

に
 落
ち
て
 
來
 る
の
 
は
、
 
二
十
 
一
本
の
 

コ リ
ン
 
シ
ャ
ン
 
柱
の
 
垂
直
線
で
 
あ
る
。
 
此
の
 
嚴
肅
な
 
垂
直
線
と
 
水
平
線
と
 
が
 交
っ
て
 
直
角
 
を
爲
 

す
 所
に
 
ロ
ダ
ン
の
 

「
考
 
ふ
る
 
人
」
 
は
 置
か
れ
て
 
あ
る
の
 
だ
。
 
彫
像
 
を
 作
る
 
時
に
、
 
其
の
 
彫
像
の
 
置
か
る
べ
き
 
位
置
か
ら
 
周
圍
 
か
ら
 
廣
 

さ
か
ら
 
を
 綿
密
に
 
商
量
し
て
 

の
 上
で
、
 
始
め
て
 
鑿
 を
 取
る
 
と
 聞
い
て
 
ゐ
た
 

P ダ
 
ン 
の
か
 
&
る
 
作
物
が
 
か
 
X 
る
處
に
 
置
か
れ
て
 
在
る
 
の
 

は
、
 
自
分
に
 
取
っ
て
 
は
 謎
と
 
し
か
 
思
へ
 
な
か
っ
た
。
 

あ
の
 
不
規
則
な
 

vigorous 
な
、
 
而
 し
て
 
極
め
て
 

brutal な
 
一
 個
の
 
m
o
d
e
 ョ
 e 

は
、
 

か
の
 

コ 
リ
ン
 
シ
ャ
ン
 
の
 柱
頭
、
 
D
a
v
i
d
 
 (r Angers 

の
 
t
y
m
p
a
n
u
m
 
、
か
す
か
に
 
中
高
な
 
階
段
の
 
併
行
線
と
 
何
の
 
關
 は
り
が
 
あ
ら
う
 
ぞ
。
 

自
分
 
は
 
巴
 里
の
 
中
央
で
 
茫
然
と
 
し
て
、
 
此
の
 
二
つ
の
 
大
き
な
 
矛
盾
に
 
眼
 を
 見
張
っ
た
。
 

こ
の
 
奇
怪
な
 
對
照
を
 
皮
肉
 
を
 極
め
た
 
惡
戲
と
 

見
る
べ
き
 
で
あ
る
か
、
 
そ
れ
と
も
 
深
刻
な
 
痛
烈
な
 
寓
意
と
 
解
す
べ
き
 
で
あ
ら
う
 
か
。
 
自
分
 
は
此
 
Q
 鑄
 像
 を
 
彼
 處
に
据
 
ゑ
て
 
得
意
で
 
ゐ
 

る
怫
 
人
の
 
心
の
 
程
を
危
 
ま
す
に
 
は
 居
ら
れ
な
か
っ
た
 
と
共
に
、
 
平
氣
で
 
そ
れ
 
を
 
さ
せ
て
 
ゐ
る
 
巨
匠
の
 
大
膽
と
 
自
任
と
 
を
 驚
異
せ
 
す
に
 

は
 
ゐ
ら
れ
 
な
か
っ
た
。
 
フ
ロ
レ
ン
ス
の
 
サ
ン
 
•  ロレ

 
ン
ッ
ォ
 
に
あ
る
 
ミ
ケ
ラ
 
ン
ジ
 
エ
ロ
 
の
 r
 考
 
ふ
る
 
人
」
 
で
も
 
持
っ
て
 
來
て
玆
 
に
 建
て
た
 

ら
、
 
建
築
物
に
 
對
 し
て
や
-
ふ
さ
 
は
し
い
 
調
和
 
を
 
見
せ
る
 
事
 も
 
出
来
よ
う
 
が
、
 
ロ
ダ
ン
の
 

r
 考
 ふ
る
 
人
」
 
で
は
 
ァ
 
テ
ナ
と
 
タ
イ
 
タ
ン
 

と
 
を
 
夫
婦
に
 
し
た
 
程
の
 
矛
盾
で
 
あ
る
。
 
佛
國
人
 
は
 嘗
て
 
ル
 ー 

ソ 
ー 
を
 生
か
し
て
 
置
い
た
 
爲
 め
に
、
 
佛
藺
西
 
王
國
を
 
失
っ
た
 
や
う
に
、
 

ロ
ダ
ン
の
 

r
 考
 
ふ
る
 
人
」
 
を
 
パ
ン
テ
オ
ン
の
 
前
に
 
立
て
、
、
 
最
も
 
强
烈
な
 
革
命
の
 
到
來
を
 
馴
致
し
て
 
ゐ
 
る
の
で
 
あ
る
。
 

ゴ
シ
ッ
ク
 
精
 

神
 
は
 此
の
む
 
く
つ
け
 
き
 
男
に
 
於
て
 
正
し
く
 
復
活
し
た
。
 
紐
 を
 束
ね
て
 
し
ご
い
た
 
や
う
な
 
其
の
 
筋
肉
 
は
、
 
ア
ル
 
力
 
ヂ
ャ
の
 
野
に
 
見
る
 
筋
 



肉
で
 
は
な
い
。
 
顎
の
 
下
に
 
堅
く
 
押
し
 
ま
げ
た
 
太
く
 
鈍
い
 
指
 は
、
 
竪
琴
 
を
奏
づ
 
べ
き
 
指
で
 
は
な
い
。
 
そ
れ
 
は
^
し
く
 
饯
槌
 
を
捉
 
る
べ
き
 

指
で
 
あ
る
つ
 
而
 し
て
 
其
の
 
顔
 I
 
*
 
の
 表
情
 
—
—
が
 

う 何
し
て
 
か
く
ま
で
 
傳
說
 
を
小
氣
 
味
よ
 
く
 
蹂
躪
す
 
る
 事
が
 
出
来
た
ら
 
う
。
 

ー广" 
の
 

顔
面
 
筋
で
 
も
 
一
線
の
 
皺
で
 
も
、
 
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
と
 
背
中
 
合
せ
 
を
な
 
し
て
 
ゐ
な
 
い
も
の
 
は
な
い
。
 
背
部
 
を
 滑
り
落
ち
る
 
猛
烈
な
 
锐
 
0
^
 

顯
 す
る
 
力
の
 
感
じ
 
は
、
 
雪
な
 
だ
れ
が
 
ア
ル
プ
ス
の
 
峻
坂
を
 
こ
そ
い
で
 
落
下
し
た
 
や
う
な
 
心
地
が
 
す
る
。
 
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
 
理
想
が
 
肅
 

整
 典
雅
 
を
 
以
て
 
立
っ
て
 
ゐ
 
る
の
に
 
反
し
て
、
 

こ
れ
 
は
ま
た
 
最
も
 
破
格
で
 
最
も
 
露
骨
で
 
あ
る
。
 
バ
ラ
ン
ス
と
 
云
 
ふ
 様
な
^
 
は
 

.U 然
カ
 

一
同
の
 
人
間
 
を
 腰
か
け
さ
せ
 
る
に
 
必
要
と
 
す
る
 
程
度
 
以
上
に
 
は
 濫
用
し
て
 
な
い
。
 
彼
 は
斯
の
 
如
く
 
從
來
の
 
俾
說
を
 
超
絶
し
て
、
 

巴
迅
 

の
眞
 
中
で
、
 
ケ
 0
 か
ん
と
し
て
 
夜
 も
 晝
も
考
 
へ
て
 
ゐ
 
る
の
で
 
あ
る
。
 
彼
が
 
思
案
 
を
 
拾
て
-
、
 
顎
 を
 
さ
-
へ
た
 
跺
を
 
仲
ば
 
し
て
、
 
徐
ろ
 

に
 顔
 を
 擧
げ
る
 
時
が
 
來
 た
ら
、
 
今
の
 
巴
 里
 は
 如
何
な
る
 
變
 化
に
 
出
 遇
 は
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
^
 
だ
ら
 
う
。
 
其
の
 
時
考
 
へ
^
け
て
^
 
た
 彼
 

の
 思
想
 
は
 如
何
な
る
 
形
態
 
を
 
取
っ
て
 
顯
 は
れ
て
 
來
る
 
で
あ
ら
う
。
 
彼
の
 
後
ろ
に
 
置
か
れ
て
 
ゐ
る
 

^
^
ヨ
 

on 
の
聖
ジ
 
ュ
ネ
ビ
 
エ
ブ
と
 

ク
ロ
ビ
ス
と
 
は
 其
の
 
時
 も
 
依
然
と
し
て
 
彼
の
 
後
ろ
で
 
其
の
 
存
在
 
を
耮
 
け
て
 
居
る
 
だ
ら
 
う
か
。
 

白
晝
 
に
、
 
世
界
の
 
最
大
 
都
會
巴
 
里
の
 
中
央
に
、
 
大
衆
 
注
目
の
 
中
に
、
 
明
ら
 
さ
ま
な
 
興
 廢
が
行
 
は
れ
ん
 
と
し
つ
、
 
あ
る
。
 

ス
フ
 
口
 
 I 

？.: 
ン 
テ
オ
ン
が
 
倒
れ
る
 
か
、
 
ロ
ダ
ン
の
 

「
考
 
ふ
る
 
人
」
 
が
斃
れ
 
る
か
。
 
歐
洲
史
 
の
 二
 大
潮
 
流
 は
 此
の
 
二
つ
の
 
シ
ン
ボ
ル
 
に
よ
っ
て
 

t
 
表
さ
れ
て
 
ゐ
る
。
 
其
の
 
シ
ン
ボ
ル
の
 
底
意
 
を
 明
か
に
 
兌
て
 
取
っ
た
 
人
 
こ
そ
 
は
、
 
や
が
て
 
來
 
る
べ
き
 
思
想
 
上
の
 
要
求
 
を
滿
 
足
し
^
る
 

人
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

四 

ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
 術
の
 

一 特
色
 
は
 醜
の
 
美
化
で
 
あ
る
。
 
寧
ろ
 
醜
と
美
と
 
に
對
 
す
る
 
標
準
の
 
改
造
で
 
あ
る
。
 

古
 f
 .
&
a
 
は
ま
^
,
—
 

し- 川
ダ
 

の
 標
準
 
以
+
こ
 
立
っ
て
、
 
更
に
 
新
た
な
 
眼
 を
 開
い
て
 
美
 を
 認
め
る
 

と
 
云
 
ふ
、
 
複
雜
 
な
精
祌
 
活
動
に
 
立
ち
 
歸
る
 
$
 が
^
 
來
 な
い
で
 
お
 

奴
 

逆
 
者
 
 

一 
_ 

一 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

I
 
 

一一
 

一二
 

る
。
 

罄
：
 

止
、
 

典
雅
、
 

均
衡
、
 

肅
靜
、
 

高
遠
、
 

莊
嚴
と
 

云
 

ふ
 

様
な
 

一 一ー
| 

口 葉
の
 

み
が
、
 

古
代
 

藝
術
 

批
判
の
 

標
準
語
と
 

な
り
 

得
る
 

の
で
 

あ
る
。
 

自
然
に
 

現
 

は
れ
た
 

一
方
 

小
さ
い
 

眼
、
 

乾
か
ら
 

び
た
 

腹
、
 

萎
え
た
 

足
、
 

無
心
な
 

ナ
イ
 

ー 
ヴ
な
 

醜
い
 

ボ
 

I 
ズ
の
 

如
き
が
、
 

美
の
 

對
象
 

と
な
 

り
 

得
ろ
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
、
 

紛
糾
し
た
 

頭
腦
を
 

抱
い
て
、
 

恐
れ
す
 

韶
 

は
す
に
 

自
然
の
 

內
懷
 

ろ
に
 

手
 

を
 

入
れ
た
 

人
で
 

な
け
れ
ば
、
 

理
解
す
 

る
 

事
の
 

出
来
な
い
 

境
地
で
 

あ
る
。
 

我
々
 

は
餘
 

り
に
 

長
く
 

類
型
の
 

捕
虜
と
 

な
っ
て
 

居
た
。
 

文
藝
 

復
興
が
 

古
代
 

藝
 

術
の
 

復
古
 

を
 

計
っ
て
、
 

美
の
 

標
 

i.
 

と
か
 

美
 

そ
の
 

者
の
 

範
疇
と
 

か
 

を
 

立
て
 

\ 
以
来
、
 

我
々
 

は
 

自
然
の
 

中
に
 

住
む
 

代
り
に
 

其
の
 

概
念
の
 

観
に
 

住
み
 

暮
 

し
た
。
 

同
じ
 

人
間
の
 

設
け
た
 

係
 

蹄
に
 

か
 

\ 
っ
て
ゐ
 

な
が
ら
、
 

藻
 

搔
く
事
 

す
ら
 

忘
れ
て
、
 

喜
ん
で
 

謳
歌
し
て
 

居
た
。
 

此
の
 

意
味
か
ら
 

云
へ
ば
、
 

其
の
 

技
巧
 

は
 

例
へ
ば
 

一
 

代
に
 

冠
絕
 

し
て
 

居
た
 

に
せ
よ
、
 

カ
ノ
 

I 
バ
も
ト
 

ー 
ル
ヴ
 

ア
ル
ド
 

セ
ン
 

も
ジ
 

ヤ
ン
.
 

グ
 

ー 
ゾ
ン
も
 

到
底
 

過
去
の
 

人
で
 

あ
 

つ
て
、
 

重
き
 

權
威
を
 

新
し
い
 

藝
術
的
 

良
心
の
 

上
に
 

耍
 

求
し
 

得
る
 

も
の
で
 

は
な
い
。
 

頭
腦
 

か
ら
 

頭
腦
 

に
、
 

手
か
ら
 

手
に
 

專
へ
傳
 

へ
て
 

來
 

た
 

結
 

栗
、
 

美
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
 

其
の
 

本
来
の
 

光
澤
 

を
 

滅
却
し
て
 

垢
光
り
 

に
 

光
っ
て
 

居
る
。
 

i
 

か
な
り
と
 

も
 

自
然
に
 

對
 

し
て
 

端
的
に
 

艮
を
 

開
い
た
 

現
代
 

は
、
 

復
興
 

期
 

系
統
の
 

彫
刻
に
 

對
 

し
て
 

あ
ざ
む
か
れ
て
 

居
た
 

と
 

云
 

ふ
 

感
じ
 

を
 

起
さ
す
 

に
 

は
 

居
ら
れ
な
い
。
 

新
し
く
 

見
る
 

H
T
 

新
し
く
 

感
す
る
 

心
 

を
 

持
っ
た
 

人
が
 

出
て
、
 

新
し
い
 

生
 

々
し
い
 

美
 

を
つ
 

か
め
よ
 

か
し
と
 

云
 

ふ
 

要
求
が
、
 

思
潮
の
 

底
流
 

を
容
捨
 

な
く
 

鞭
つ
 

た
。
 

そ
の
 

時
 

俄
然
と
 

し
て
 

ロ
ダ
ン
の
 

「
鼻
の
 

か
け
た
 

人
」
 

が
 

出
た
。
 

取
り
返
し
の
 

つ
か
な
い
 

大
事
が
 

持
ち
 

上
っ
て
 

し
ま
っ
た
。
 

か
の
 

h
 

さ
な
 

醜
い
 

一
 

つ
の
 

首
 

は
、
 

其
の
 

濁
っ
た
 

眼
 

を
 

光
ら
 

か
し
て
 

遠
慮
げ
 

も
な
 

く 
あ
た
り
 

を
 

見
廻
し
た
。
 

新
し
い
 

美
 

を
 

要
求
し
て
 

や
ま
な
 

か
 

つ
た
 

現
代
人
 

は
、
 

此
の
 

作
品
に
 

對
 

し
て
、
 

珍
寶
を
 

期
待
し
て
 

妖
怪
に
 

襲
 

は
れ
た
 

舌
 

切
り
 

婆
さ
ん
の
 

痴
態
 

を
 

演
じ
た
。
 

新
し
い
 

醜
 

を
 

要
 

求
し
 

は
し
な
か
っ
た
 

の
 

だ
。
 

新
し
い
 

美
 

を
 

要
求
し
た
 

の
 

だ
。
 

自
分
 

等
の
 

耍
求
 

し
た
の
 

は
 

新
し
い
 

醜
で
 

は
な
い
、
 

新
し
い
 

美
で
 

あ
る
の
 

だ
と
 

泣
き
 

聲
 

に
な
っ
て
 

叫
ん
だ
 

の
で
 

あ
る
が
、
 

か
の
 

小
さ
い
 

醜
い
 

一
 

つ
の
 

首
 

は
、
 

當
 

惑
げ
 

に
 

一 
己
れ
 

が
 

其
の
 

新
し
い
 

美
な
ん
 

だ
よ
」
 

と
 

云
っ
て
 

眼
 

を
 

ま
じ
-
 

f
\
 

さ
せ
た
 

の
で
あ
っ
た
。
 



か
う
 
し
て
 
昆
 
る
と
 
現
代
 
も
 
天
才
の
 
出
現
に
 
遇
 
ふ
ま
で
 
は
、
 
過
去
の
 
夢
を
見
 
つ
^
け
て
 
居
た
 
と
 
云
 ふ
 事
が
 
知
れ
る
。
 
現
代
 
は
 復
^
の
 

耍
求
を
 
心
の
底
に
 
感
じ
て
 
は
 居
た
 
が
、
 
新
し
い
 
存
在
が
 
如
何
な
る
 
者
で
 
あ
る
か
に
 
就
て
 
は
，
 
朧
 け
な
 
用
意
 
す
ら
 
持
っ
て
 
居
な
か
っ
た
 

の
 だ
。
 
革
新
の
 
要
求
と
 
共
に
、
 
彼
等
 
は
 美
の
 
標
準
 
を
 依
然
と
し
て
 
過
去
の
 
世
界
に
 
置
い
て
 
ゐ
 
た
こ
と
 
に
^
 
附
 か
な
か
っ
た
 

の
 だ
，
 
卽
 

ち
そ
の
 
要
求
し
た
 
新
し
い
 
美
と
 
云
 ふ
の
 
は
、
 
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
 
名
 を
 
か
た
っ
た
 
詐
欺
師
に
、
 

最
ー
 
つ
 詐
欺
 
を
 働
か
せ
る
 
と
-
 ム
ふ
 
は
の
 

意
味
に
 
過
ぎ
な
か
っ
た
。
 
然
る
に
 

a ダ
ン
 
は
 
天
才
の
 
本
能
か
ら
、
 
新
し
い
 
美
の
 
要
求
に
 
對
 し
て
、
 
全
然
 
的
に
 
新
し
い
^
 
を
^
 
供
し
た
 

の
 だ
。
 
丁
度
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
盛
時
の
 
彫
刻
が
 
希
臘
 
の
轍
蹤
 
か
ら
 
絶
 對
に
獨
 
立
し
て
、
 
其
の
 
若
々
 
し
い
 
潤
み
の
 
あ
る
 
發
展
 
を
な
 
し
た
や
う
 

に
，
 

ロ
ダ
ン
 
も
 
タ
イ
 
タ
ン
に
 
等
し
い
 
力
 
を
 振
っ
て
、
 
長
い
 
束
縛
の
 
繩
目
 
を
斷
ち
 
切
っ
た
 
の
で
 
あ
る
。
 
か
く
の
 
如
く
し
て
 
现
 代が..：：：：， し

 所
作
 

の
 思
 は
ざ
る
 
結
果
に
 
戰
慄
 
し
て
 
居
る
 
間
に
、
 
醜
の
 
美
 は
綾
發
 
せ
ら
れ
た
 
。
「
鎧
 
切
り
」
 
も
 
出
た
。
 
バ
ル
ザ
ッ
ク
 
も
 
出
た
。
 

^
ゆ
 
は
^
い
 

て
 仕
舞
っ
た
。
 

ー
體
 
世
に
 
完
全
な
 
も
の
 
は
な
い
。
 
空
想
さ
れ
 
る
 
や
う
な
 
完
全
な
 
美
 は
 勿
論
な
い
。
 
希
臘
藝
 
術
，
 
從
 
つ
て
 
共
 
S
 校
 倣
お
 
な
 
7ノ； 仅

 1
:
^
 

おぎな 

系
の
 
藝
術
 
は
、
 
人
力
 
を
 
以
て
 
此
の
 
自
然
の
 
不
完
全
 
を
 補
 は
う
 
と
し
た
 
も
の
で
あ
る
 
事
 は
 云
 
ふ
ま
で
 
も
な
い
。
 

然
る
に
 
ゴ
 
シ 

ッ 
ク
ぉ
き
 

は
 此
の
 
完
全
と
 
不
完
全
と
の
 
間
に
 
漂
 
ふ
 言
說
し
 
難
い
 

c
h
a
r
m
 

の
 存
在
 
を
發
 
見
し
た
 
の
で
 
あ
る
。
 
換
言
す
れ
ば
 
不
 {- ル个

 
か
ら
 
(
ん
ト
 
に
 

向
っ
て
 
放
射
す
 
る
 
一 種
の
 
力
 
を
 自
然
の
 
中
に
 
見
出
し
て
 
小
躍
り
し
 
た
の
で
 
あ
る
。
 
始
終
 
動
 搖
 し
て
 
進
化
し
 
つ
、
 
あ
る
 
人
^
 
や： 活

 
に
あ
 

つ
て
、
 

一
番
 
人
間
の
 
心
 を
 引
き
つ
け
、
 

一
番
 
人
間
に
 
强
く
 
深
く
 
訴
 
へ
る
 
も
の
 
は
、
 
こ
の
 
變
 化
か
ら
 
變
 化
に
 
移
り
 
進
む
^
 
お
の
 
外
に
な
 

い
の
で
 
あ
る
。
 
そ
の
 
道
程
が
 
生
み
出
す
 
美
 
こ
そ
 
は
、
 
人
に
 
殉
情
 
的
な
 
滿
足
 
こ
そ
 
與
へ
 
は
し
な
い
 
が
、
 

； 止し
い
 
板
牴
の
 
深
い
^
ち
 
ふ
い
 

た
享
 
樂
を
惠
 
む
の
 
だ
。
 
そ
れ
故
に
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
術
は
 

一 翳
 不
完
全
に
 
固
着
し
て
、
 

不
完
全
 
を
 精
細
に
 
徹
視
 
す
る
 
せ
 を
 
以
て
 
あ
.
 
ぬ
し
-
 

心
得
た
。
 
更
に
 
換
言
す
れ
ば
 
堅
く
 
 
realist 

の
 立
場
に
 
立
っ
た
 
の
で
 
あ
る
。
 
卽
ち
 
不
完
全
の
^
 
在
 を
 怖
れ
ぬ
 
許
り
で
 
た
，
 

, 
ノ
れ
を
 

饴
 し
む
 
程
の
 
徹
底
的
 
態
度
と
 
若
々
 
し
さ
と
 
に
 到
達
し
た
 
の
で
 
あ
る
。
 

a ダ
ン
が
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
傾
向
 
を
 
代
^
し
て
 
ゐ
 
る
^
 
は
 此
の
 
點
 か
ら
 

叛
逆
 
者
 
 

1 三
 三
 



有
 

武
 

郎
仝
蕖
 

第
五
 
卷
 
 

I 
三
 

四
 

も
 
云
 は
れ
る
 
と
 
私
 は
 
思
 
ふ
。
 

社
會
 

主
義
の
 

論
理
に
 

惡
 

意
が
な
い
 

如
く
、
 

醜
の
 

美
 

を
 

主
張
す
 

る
 

n 
ダ
ン
の
 

努
力
に
 

も
惡
 

意
が
な
い
。
 

C! 
ダ
ン
に
 

取
っ
て
 

は
か
の
 

理
 

解
し
^
い
 

「
接
吻
」
 

を
 

刻
ん
だ
 

時
に
 

も
、
 

腹
の
 

皮
の
 

垂
れ
 

下
っ
た
 

老
衰
 

者
 

を
 

彫
っ
た
 

時
に
 

も
、
 

自
然
が
 

祕
藏
 

す
る
 

新
し
い
 

美
 

を
 

敬
虔
に
 

ぶ
 

實
に
發
 

見
し
ょ
う
 

と
す
る
 

一 
心
の
 

外
に
 

は
 

何
者
 

も
な
か
つ
 

た
の
 

だ
。
 

然
し
 

彼
が
 

本
當
に
 

民
衆
に
 

よ
っ
て
 

理
解
さ
れ
 

鑑
賞
 

せ
ら
れ
る
 

ま
で
に
 

は
、
 

現
代
 

は
 

汗
水
 

垂
ら
し
て
 

走
ら
ね
ば
 

な
る
ま
い
。
 

幾
年
 

か
の
 

後
に
 

渐
く
 

追
ひ
附
 

い
て
、
 

人
々
 

が
 

「
鼻
の
 

か
け
た
 

男
」
 

と
ミ
 

口 の
ヴ
ィ
 
ー ナ
ス
と
 竝
 ベ
て
 眺
め
る
 程
に
 な
っ
た
 時
、
 
ロ
ダ
ン
 
の
大
 さ
は
 初
め
て
 定
評
に
 上
る
 事
が
 出
來
 る
の
で
 
あ
ら
う
。
 

五 

み
ぞ
れ
 
 

ぬ 

し
ょ
 

ぼ
く
と
 

霎
の
 

様
な
 

雨
の
 

午
後
、
 

リ
ュ
ク
 

サ
ン
 

ブ
ル
 

グ
畫
 

堂
の
 

濡
れ
て
 

冷
た
 

さ
う
な
 

階
段
の
 

許
に
 

來
て
左
 

を
 

見
る
 

と
、
 

「
銅
の
.
 

時
代
」
 
の
靑
 
年
が
 
右
の
 
乎
 を
 握
っ
た
 
ま
-
額
の
 
上
に
 
加
へ
 
て
、
 
上
向
き
 
加
減
に
 
し
と
 
（
'
と
 
雨
に
 
打
 た
れ
て
 
立
っ
て
 
ゐ
た
。
 
そ
の
 
細
 

つ
 そ
り
と
 
淸
く
瘦
 
せ
た
 
顔
に
、
 
雨
雲
の
 
灰
色
が
 
映
っ
て
 
す
さ
ま
じ
い
。
 
若
い
 
婦
人
 
も
く
 
す
ん
だ
 
色
の
 
外
套
 
を
 着
る
 
時
節
で
、
 
来
る
 
人
 

こ 
きざ 

も
 
來
る
人
 
も
 
此
の
 
像
に
 
は
 
眼
 も
 
く
れ
す
、
 
衣
 物
の
 
襟
 を
 
ひ
き
 
立
て
、
 
小
刻
み
に
 
か
け
 
込
ん
で
 
行
く
。
 
自
分
 
も
 
そ
れ
 
等
の
 
群
れ
に
 
っ
ビ
 

はれぎ 

い
て
 
畫
 堂
に
 
這
 入
っ
た
。
 
い
き
な
り
 
暖
く
 
人
い
 
き
れ
が
 
し
て
、
 
外
套
 
を
脫
 
い
だ
 
華
や
か
な
 
婦
人
 
達
の
 
晴
 衣
の
 
色
が
、
 
射
る
 
や
う
に
 
眼
 

きぬ 

に
 あ
ざ
や
か
 
で
あ
る
。
 
其
の
 
衣
 す
れ
 
や
、
 
私
語
 
や
、
 
驕
奢
な
 
香
料
の
 
香
の
 
中
で
 
自
分
 
は
 
ロ
ダ
ン
の
 

「
ダ
ビ
 
イ
ド
」
 

と
 
「
聖
 ジ
ョ
ン
」
 
と
 

を
 見
た
。
 劃
然
と
 
火
の
 
筆
で
 
境
界
線
 
を
 引
い
た
 
様
に
、
 
此
の
 
二
つ
の
 
作
物
 
は
^
の
 
作
物
か
ら
 
か
け
 
離
れ
て
 
ゐ
た
。
 
成
程
 
技
巧
 
は
 非
常
に
 
勝
れ
 

て
 居
る
 
し
、
 
違
っ
て
も
 
居
る
。
 
然
し
 
技
巧
の
 
み
が
 
こ
れ
 
程
に
 
是
 等
の
 
作
物
 
を
し
て
 
他
と
 
異
な
ら
し
 
む
る
 
要
求
 
を
 成
す
 
で
あ
ら
う
 
か
。
 

ー
絲
も
 
着
け
ぬ
 

「
聖
 
ジ
ョ
ン
」
 

の
 裸
體
、
 
疲
勞
の
 
極
點
に
 
達
し
た
 

「
ダ
ビ
 
イ
ド
」
 

の
 筋
肉
の
 
ゆ
る
み
、
 

一
つ
の
 
骨
の
 
位
置
，
 

一
つ
の
 



筋
^
の
 
動
作
 
を
 
も
隱
し
 
得
ぬ
 
製
作
 
を
敢
 
て
し
て
、
 
少
し
も
 
悪
び
れ
て
 
見
え
な
い
 
其
の
 
技
巧
に
 
對
 す
る
 
確
信
 
は
、
 
先
づ
兑
 
る
 
人
の
 
き
た
 

奪
 
ふ
に
 
足
る
 
が
、
 
そ
れ
が
 
菜
し
て
 
是
 等
の
 
作
物
 
を
 
他
と
 
異
な
ら
し
 
め
る
 
全
體
 
で
あ
ら
う
 
か
。
 

私
 は
か
く
て
 
藝
術
 
家
の
 
個
性
と
 
云
 
ふ
 事
に
 
思
 
ひ
 及
ん
だ
 
の
で
あ
っ
た
。
 
個
性
が
 
藝
術
的
 
製
作
の
 
中
心
な
る
 
と
 
云
 ふ
^
は
、
 
^
^
に
 

於
て
 
乾
み
 
難
い
 
所
で
 
あ
ら
う
。
 
然
し
 
藝
術
冢
 
が
 己
れ
 
の
 個
性
 
を
 
取
り
扱
 
ふ
 態
度
に
 
於
て
 
は
、
 
お
し
な
べ
て
 
一
様
で
 
あ
る
と
 
は
ろ
.
.
 

勿
論
 
出
來
 
な
い
。
 
從
 
つ
て
 
自
然
と
 
製
作
 
物
と
の
 
問
に
 
立
つ
 
個
性
が
、
 
其
の
 
stamp 

を
 作
物
の
 
上
に
 
極
大
に
 
現
 は
す
 
か
、
 
極
小
に
 
现
は
 

す
か
、
 

と
 
云
 
ふ
 問
題
が
 
考
 
へ
ら
れ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
換
言
す
れ
ば
 
個
性
 
を
 本
位
と
 
す
べ
き
 
か
、
 
概
念
 
を
 本
位
と
 
す
べ
き
 
か
と
 

、
、
>
^
^
 

に
な
る
。
 
此
の
 
點
 か
ら
 
見
て
 
私
は
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
術
は
 
前
者
の
 
代
表
者
で
、
 
ク
ラ
シ
ッ
ク
 
藝
術
は
 
後
者
 
を
 代
表
す
 
る
 者
で
 
あ
る
と
-
.
 
ム
 
へ
 る
 

と
 思
 
ふ
。
 

前
に
 
も
 
云
っ
た
 
如
く
 
ク
ラ
シ
ッ
ク
 
藝
 術
に
 
は
、
 
美
の
 
內
容
 
に
對
 
し
て
 
一
定
の
 
制
限
が
 
あ
っ
た
。
 

卽
ち
 
美
と
 
云
 
ふ
 も
の
に
 
對
す
る
 
W
 

定
 し
た
 
概
念
が
 
出
 來
て
ゐ
 
て
，
 
藝
術
家
 
は
 其
の
 
概
念
の
 
前
に
 
は
 
一
個
の
 
盲
目
な
る
 
奴
 僕
で
 
あ
る
べ
く
 
要
求
さ
れ
 
た
。
 
^
に
 
ム
代
 
に
あ
 

つ
て
 
は
 其
の
 
所
謂
 
美
の
 
概
念
な
る
 
も
の
 
は
、
 
美
 を
 見
る
 
に
 鋭
敏
な
る
 
國
民
 
性
の
 
發
露
 
と
し
て
、
 
祟
髙
 
端
整
 
を
 極
め
た
 
も
の
で
あ
っ
た
 

爲
 め
に
、
 
藝
術
 
家
は
樂
 
し
ん
で
 
自
己
の
 
個
性
 
を
 其
の
 
概
念
 
中
に
 
浚
 却
し
た
 
の
で
 
あ
る
。
 
然
る
に
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
 術
が
 
北
 ハ
の
發
 
^
の
な
 

に
 達
し
た
 
時
 を
 見
る
 
と
、
 
自
由
 
都
市
 
內
に
 
於
け
 
る
 人
民
の
 
生
活
 
は
、
 
最
も
 
自
.
 S
 な
 平
等
な
 
生
活
で
あ
っ
て
、
 

各
 O
 
が..；：：： 「しの. 向

 
w
 
A し 

發
镩
 
す
べ
き
 
自
由
 
を
 得
た
 
事
 は
、
 
當
 時
の
 

一
 建
築
物
 
內
の
柱
 
冠
が
，
 

匠
 人
 毎
に
 
其
の
 
形
 を
 異
に
し
て
 
居
る
 
の
を
见
 
て
 も
^
か
で
 
あ
 

る
。
 
叉
 復
興
 
文
化
の
 
發
源
 
地
が
 
伊
太
利
に
 
あ
る
に
 
反
し
て
、
 

ゴ
シ
ッ
ク
 
文
化
の
 
源
 一 H は

 未
だ
 
傳
說
 
ぉ
惯
 
を
^
せ
 
ぬ
 佻
 

に
わ
つ
 
ハ
 

が
爲
 
め
、
 
自
ら
 
己
れ
 
を
 律
す
 
る
と
 
云
 
ふ
 態
度
が
 
盛
に
 
發
撺
 
せ
ら
れ
た
 
の
で
 
あ
る
。
 

成
程
 
一
見
す
 
る
と
 
ゴ
シ
ッ
ク
 
時
代
の
 
吣
 刻
 は
 
H
 
れ
 

も
 同
じ
 
典
型
の
 
中
に
 
籠
 め
ら
 
れ
て
區
 
別
 を
 認
め
 
難
く
、
 
私
の
 
主
張
 
を
 
否
定
す
 
る
 
や
う
に
 
も
 
思
 は
れ
よ
う
 
が
、
 
仔
細
に
 
a
 お
/
る
ん
-
^
 

の
 多
數
は
 
建
築
物
の
 
附
羼
 
品
と
 
し
て
 
製
作
さ
れ
 
た
も
の
で
，
 

形
に
 
も
ボ
 

ー 
ズ
 
に
も
 
越
え
 
難
い
 
建
築
 
上
の
 
テ
ク
 

- ッ
ク
ス
 

限
が
 
あ
 

叛
逆
 
者
 
 

ニ
ニ
 
五
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 
笫
五
卷
 
 

I 
三
 

六
 

つ
た
 

事
 

を
 

同
時
に
 

考
 

へ
て
 

見
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

若
し
 

希
 

臘
ゃ
羅
 

馬
に
 

行
 

は
れ
た
 

樣
な
、
 

彫
刻
の
 

獨
 

立
が
 

可
能
で
 

あ
る
 

場
合
 

を
 

想
像
し
た
 

ら
、
 

ゴ
シ
ッ
ク
 

造
形
美
術
の
 

華
や
か
な
 

發
展
が
 

ど
れ
 

程
で
 

あ
つ
た
か
 

は
、
 

に
 

は
か
に
 

摩
す
る
 

事
が
 

出
來
 

な
か
ら
 

う
と
 

思
 

ふ
。
 

ア
ミ
 

ア
ン
、
 

ノ 
ー 

ト
ル
 

ダ
ム
、
 

コ 
n
l
 

ン
、
 

-1
 

ュ 
ー 

ン 
ベ
ル
 

ヒ 
等
の
 

寺
院
に
 

參
 

し
て
 

自
分
の
 

驚
異
し
た
 

の
 

は
、
 

前
述
の
 

理
由
で
 

非
常
な
 

製
 

作
 

上
の
 

制
限
 

を
 

受
け
な
が
ら
，
 

其
の
 

製
作
 

品
の
 

中
に
は
 

自
由
な
 

確
實
な
 

個
性
の
 

浮
動
 

を
 

見
得
た
 

事
で
あ
っ
た
。
 

此
の
 

傾
向
 

は
 

繪
畫
の
 

方
で
、
 

ビ
ザ
 

ン
チ
ュ
 

ー 
ム
の
 

平
板
 

單
 

一
な
 

類
型
的
な
 

描
寫
 

が
、
 

チ
マ
 

プ
ェ
、
 

、ヂ
 

オ
ッ
ト
、
 

ア
ン
 

ジ
 

H 
リ
コ
 

等
に
 

よ
っ
て
-
俄
然
 

侗
 

性
の
 

反
影
 

を
 

見
る
 

に
 

至
っ
た
 

事
實
 

に
よ
っ
て
も
 

窺
 

ひ
 

知
る
 

事
が
 

出
 

來
る
蒈
 

で
あ
る
、
 

而
 

し
て
 

自
分
 

は
 

此
の
 

ゴ
 

シ
ッ
ク
 

特
有
な
 

傾
向
の
 

復
活
 

を
 

n 
ダ
 

ン 
に
 

於
て
 

認
め
 

得
る
 

と
 

思
 

ふ
の
で
 

あ
る
。
 

a 
ダ
 

ン
 

の
 

製
作
 

品
に
 

は
斷
 

じ
て
 

他
の
 

踏
襲
 

を
 

許
さ
ぬ
 

境
地
が
 

あ
る
。
 

巳
 

タ
ン
で
 

な
け
れ
ば
 

見
る
 

事
の
 

出
來
 

な
い
 

嚴
乎
 

た
る
 

見
方
が
 

あ
る
。
 

凡
て
の
 

自
然
 

は
 

一
度
 

ロ
ダ
ン
の
 

侗
 

性
を
經
 

て
、
 

其
の
 

關
 

門
の
 

印
章
 

を
 

受
け
て
 

作
物
の
 

上
に
 

現
 

は
れ
て
 

ゐ
る
。
 

そ
れ
故
に
 

n 
ダ
ン
の
 

作
品
 

を
 

見
て
か
ら
 

他
の
 

一
般
の
 

作
品
に
 

眼
 

を
 

移
す
 

と
.
 

色
調
の
 

涸
渴
 

し
た
 

畫
の
 

前
に
 

立
つ
 

思
 

ひ
が
す
 

る
。
 

出
た
 

所
が
 

出
て
 

居
な
い
。
 

引
 

込
ん
だ
 

所
が
 

引
 

込
ん
 

で
 

居
な
い
。
 

意
味
の
 

な
い
 

美
し
い
 

線
と
 

美
し
い
 

平
面
と
 

が
雜
 

然
と
し
て
 

積
み
重
ね
ら
れ
て
 

ゐ
る
 

ば
か
り
で
、
 

有
機
的
の
 

組
織
 

を
 

持
つ
 

て
 

居
な
い
。
 

云
は
ビ
 

影
と
 

日
向
と
の
 

無
意
味
な
 

結
合
で
 

あ
る
。
 

け ふさく 

そ
れ
な
ら
 

ロ
ダ
ン
 

は
 

全
然
 

狭
窄
し
た
 

主
觀
に
 

の
み
 

立
っ
て
 

ノ
仝
 

想
の
 

使
役
す
 

る
 

所
と
 

な
っ
た
 

の
で
 

あ
ら
う
 

か
。
 

全
く
 

反
對
 

で
あ
る
。
 

彼
 

は
 

嘗
て
 

後
進
に
 

告
げ
て
、
 

一
本
の
 

手
で
 

も
 

一
本
の
 

足
で
 

も
 

か
ま
 

は
な
い
 

か
ら
、
 

征
服
す
 

る
 

積
り
 

で
 

研
究
 

を
し
 

ろ
。
 

其
の
 

手
な
 

り 
足
 

な
り
に
 

就
て
 

一
 

つ
の
 

知
識
 

も
 

取
り
 

殘
 

し
て
な
い
 

迄
に
 

綿
密
な
 

執
着
 

を
し
 

ろ
。
 

執
着
 

を
し
 

ろ
。
 

一
度
 

手
 

を
 

着
け
た
 

も
の
 

は
 

征
服
す
 

る
 

迄
 

放
す
な
 

と
 

云
っ
た
 

と
 

聞
い
て
 

居
る
。
 

こ
れ
 

は
 

彼
の
 

放
 

1 
 

一一 口
で
 

な
い
 

に
 

違
 

ひ
な
い
。
 

彼
 

は
 

事
物
の
 

認
識
 

は
 

到
底
 

主
觀
の
 

外
に
な
い
 

事
 

を
 

悟
 

つ
た
。
 

所
謂
 

美
の
 

標
準
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

も
の
 

も
、
 

畢
竟
 

幾
多
の
 

古
人
の
 

主
觀
の
 

c
o
n
s
u
m
m
a
t
i
o
n
 

に
過
ぎ
な
い
と
 

觀
 

じ
た
。
 

自
然
に
 

對
 

す
る
 

純
 

客
觀
的
 

態
度
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

事
 

は
、
 

理
論
に
 

よ
っ
て
 

割
り
出
さ
れ
た
 

空
想
に
 

過
ぎ
な
い
 

と
 

知
っ
た
。
 

然
 

ら
ば
 

自
己
の
 

侗
性
 



に
し
て
 
擴
 大
し
て
、
 
權
威
を
 
以
て
 
美
の
 
傳
說
 
的
標
 
，
を
 
さ
く
 
 （
-
と
 
批
判
す
 
る
 事
が
 
出
來
る
 
や
う
に
 
さ
 
へ
 な
れ
ば
、
 
苦
し
ん
 
て
 他
人
の
 

歩
い
た
 
道
 を
 追
 
ふ
 必
要
 
は
な
い
。
 
獨
 立
し
た
 
米
國
 
は
英
國
 
に
，
 
つ
て
 
王
政
 
を
 布
く
 
必
要
 
は
な
い
。
 
米
阔
は
 
大
威
張
り
で
 
共
の
^
:
 
し
と
 

す
る
 
共
和
制
 
を
 行
 
ふ
の
 
が
 當
然
の
 
筋
道
で
 
あ
る
し
、
 
そ
れ
が
 
最
莕
 
の
處
 
置
で
 
あ
る
。
 
耍
は
 
強
大
な
 
倘
性
を
 
^
立
し
て
、
 

共
の
 
M
 ハ
に
 

よ
っ
て
 
萎
え
た
 
る
 人
民
の
 
爲
 め
に
 
新
た
な
 
世
界
 
を
 開
拓
す
 
る
に
 
あ
る
。
 
か
 
\ 
る
 態
度
 
を
 
以
て
 

口 
ダ
 

ン 
は
 新
た
な
 
要
求
に
^
 
じ
た
の
 

だ
。
 
卽
ち
彼
 
は
 新
た
な
 
眼
 を
 開
い
て
 
世
界
 
を
 新
た
に
 
見
渡
し
た
 
の
で
 
あ
る
。
 
彼
の
 
製
作
 
品
 
は
，
 H
 然
を
 
無
み
 
し
た
 
彼
の
 
ゆ
で
 
は
な
く
 

て
、
 
新
た
な
 
眼
に
 
よ
っ
て
 
見
ら
れ
た
 
昔
の
 
ま
、
 
の
 自
然
で
 
あ
る
。
 
彼
の
 
作
品
 
は
 自
然
と
 
彼
の
 
侗
性
 
と
が
 
取
り
結
ぶ
 
婚
禮
の
 
や
 脉
ひ
ぁ
 

る
。
 
製
作
 
品
 を
 通
じ
 
て
 彼
 は
 自
然
 
を
 抱
擁
し
 
て
 靈
と
 
肉
と
 
の
 交
り
 
を
な
 
す
の
で
 
あ
る
。
 

か
く
て
 
自
分
 
は
最
 
一
度
 
r
 聖
 ジ
ョ
ン
」
 

の
 像
 を
 
熟
視
し
た
。
 
「
祌
 
の
國
は
 
近
づ
け
り
、
 
悔
い
改
め
よ
」
 

と
 
を
た
 
け
ぶ
 
ョ
ハ
 
や： に

、
 

"I に 

に
も
 
詩
に
 
も
 
彫
像
に
 
も
 
飽
き
 
一
る
 程
 接
し
た
 
が
、
 
「
我
 
は
爾
 
よ
り
 
バ
ブ
 
テ
ス
 
マ
を
受
 
く
べ
き
 
者
な
る
 

に. 爾
^
て
 
我
に
 
來
る
 
乎
」
 
と
 
一. ムふ

 

コ 
ハ
ネ
は
 

C! ダ
ン
に
 
於
て
 
始
め
て
 
意
義
 
あ
り
 
權
威
 
あ
る
 
表
現
 
を
 得
た
 
と
 
思
 
ふ
。
 
(
こ
れ
 
は
 固
よ
り
.
！
：
：
 
分
；
 
侗
 
の
か
の
 
彫
 悦
に
對
 
す
る
 

interpretation 
で
あ
る
。
 
ロ
ダ
ン
が
 
如
何
 
云
 
ふ
 積
り
 
で
あ
る
か
、
 

他
の
 
人
々
 
が
 如
何
に
 
考
 
へ
て
 
居
る
 
か
 は
 些
か
 
も
 
知
ら
な
い
 

0
 だ
、
 

こ
れ
 
實
に
 
ヨ
ハ
ネ
が
 
生
涯
の
 
絶
頂
で
 
あ
る
、
 
ヨ
ハ
ネ
が
 
使
命
の
 
最
終
で
 
あ
る
。
 
野
 蜜
と
 
蝗
 と
で
 
瘦
 せ
に
 
瘦
 
せ
て
、
 

と
^
 
慨
 と
で
 

劍
の
 
如
く
 
險
 し
く
な
 
つ
た
 
其
の
 
顔
が
、
 
神
の
 
子
に
 
遇
へ
 
る
歡
 
喜
と
、
 
永
遠
の
 

resignation 
と
 
を
 
以
て
、
 
幽
か
な
る
 
微
ゃ
 、
の
お
 
衣
し
た
 

そ
の
 

sudli ョ itp 
と
 

lathos 
と
よ
。
 

ョ 
ハ
ネ
の
 
生
涯
 
を
 
尊
ね
 
て
 
か
く
ま
で
 
緊
迫
し
た
 

一 
瞬
 を
 捕
へ
 
得
た
 
ロ
ダ
ン
の
 
心
 は
 
靴
^
く
 
も
 

尊
い
で
 
は
な
い
 
か
。
 
旣
に
 
ヨ
ハ
ネ
の
 
心
裡
に
 
投
入
す
 
る
 事
に
 
於
て
 
か
く
ま
で
に
 
深
 W
 な
 眼
識
 
を
 
示
し
た
 
彼
 は
、
 
其
の
^
 

八；： の
や
^
 
= を
 

體
 現
す
べ
き
 
祌
の
 
如
き
 
手
腕
 
を
 持
っ
て
 
ゐ
た
。
 
傳
說
 
を
超
脫
 
し
た
 

ョ 
尸
 ネ
 
は
傳
說
 
を
超
脫
 
し
た
 
技
巧
に
 
よ
 
つ
て
 
現
 
は
れ
れ
 
ば
な
ら
 

ぬ
。
 
^
し
て
 

一
 つ
の
 
肉
 も
 
一
 つ
の
 
筋
 も
 
悉
く
 
彼
 自
身
の
 
新
た
な
る
 
眼
で
 
研
究
し
 
盡
 し
た
 
筋
で
 
あ
り
 
肉
で
あ
っ
て
、
 

か
、
 
ろ
^
 
作
ん
，
 
ゆ
 

に
洪
 
せ
ん
 
爲
 
め
に
 
は
、
 
斷
 じ
て
 
古
人
の
 
糟
粕
を
 
嘗
め
ま
い
 

と
 
云
ふ
覺
 
悟
が
、
 
見
る
 
人
 を
 威
晴
 
r
 
る
稃
 
で
あ
る
。
 
殊
に
 
小
 
*  ノぺ

 
- 

ヒ 

叛
逆
 
者
 
 

ニ
ニ
し
 



有
 
わ
 
武
，
 
全
集
 
笫
五
卷
 
 

一 三
 八
 

クん かふ こ
つ
 
 

しぶ 

イ
ド
」
 

の
 痰
せ
 
て
あ
ら
 
は
な
お
 
肋
骨
の
 
邊
り
，
 
腰
部
の
 
あ
た
り
、
 
人
の
 
全
く
 
注
意
 
を
 怠
る
 
所
に
ま
で
、
 
勢
力
 
を
 搾
り
 
盡
 し
た
 
努
力
の
 

跡
の
 
あ
る
の
 
を
 認
め
て
 
は
、
 
眞
率
 
敬
虔
な
 
天
才
の
 
態
度
の
 
崇
高
に
 
打
 た
れ
て
、
 
こ
ん
な
 
尊
い
 
活
き
方
 
を
せ
 
め
て
 
半
日
で
 
も
し
て
 
見
た
 

い
と
 
思
 
ひ
 入
っ
た
。
 

畫
 堂
の
 
表
！
 n
 を
 押
し
た
 
時
は
旣
 
に
た
 
そ
が
れ
て
 
居
た
。
 
街
燈
の
 
光
が
 
燐
の
 
樣
に
靑
 
#
 色
い
 
光
 を
、
 
雨
に
 
濡
れ
た
 
歸
石
 
に
な
げ
 
て
、
 

人
の
 
往
来
が
 
せ
 は
し
く
 
見
え
る
。
 
「
銅
の
 
時
代
」
 
は
佼
 
然
と
し
て
 
深
い
 
1: 祕

を
藏
 
し
な
が
ら
、
 
絕
大
絕
 
偉
な
 
技
巧
に
 
よ
っ
て
 
創
造
 
せ
ら
 

れ
た
 
全
身
 
を
、
 
夕
噔
に
 
包
ま
せ
て
 
立
っ
て
 
ゐ
る
。
 

六 

いちる 

「
銅
の
 
時
代
」
 
以
上
の
 
祌
祕
は
 
「
ア
ダ
ム
」
 
か
ら
 
溢
れ
て
 
ゐ
る
。
 
骨
太
な
，
 
肉
の
 
逞
し
い
 
體
格
 
は
、
 
一
縷
の
 
活
氣
の
 
通
じ
た
 
爲
め
 

に
、
 
か
ら
く
 
地
上
に
 
立
ち
上
っ
て
 
ゐ
る
。
 
左
 肩
 を
 稍
ノ
聳
 
や
か
し
て
、
 
兩
手
を
 
力
無
げ
に
 
垂
れ
て
 
ゐ
る
。
 
そ
の
 
指
先
き
 
に
 は
ま
 
だ
活
 

力
が
 
行
き
渡
っ
て
 
ゐ
 な
い
 
ら
し
い
。
 
左
の
 
肩
 
Q
 上
に
 
深
々
 
と
 
垂
れ
た
 
首
 は
 未
だ
 
眠
っ
て
 
ゐ
る
。
 
し
か
も
 
存
在
の
 
意
義
が
 
ほ
の
^
^
と
 

曙
の
 
や
う
に
 
顏
全
體
 
に
 染
め
出
さ
れ
て
 
ゐ
る
。
 
殊
に
 
驚
く
べ
き
 
は
 
そ
の
 
顏
 で
あ
る
。
 
額
と
、
 
鼻
か
ら
 
眼
に
 
か
け
て
 
と
 
、
雨
 方
の
 
頰
と
、
 

口
よ
り
 
顎
に
 
か
け
て
 
と
、
 
此
の
 
五
つ
の
 
部
分
が
、
 
あ
る
と
 
も
 
云
へ
 
ぬ
 調
和
の
 
中
に
 
堅
め
ら
れ
て
、
 
精
妙
な
、
 
强
靱
 
な
、
 
素
 厚
な
 
相
貌
 

を
 成
し
て
 
ゐ
る
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
凡
て
 
を
 
深
く
 
包
ん
で
 
ゐ
 
る
の
 
は
、
 
晝
の
 
や
う
な
 
明
か
な
 
神
祕
 
(
若
し
 
こ
ん
な
 
造
語
が
 
許
さ
れ
る
な
ら
 

ば
)
 
で
あ
る
。
 

嘗
て
 
ロ
ダ
ン
 
は
 天
才
に
 
特
有
な
 
深
甚
な
る
 
徹
視
の
 
力
に
 
よ
っ
て
、
 

神
 祕
的
崇
 
美
の
 
權
 化
と
 
見
ら
 
る
 
\
ミ
 

e 
の
ヴ
ィ
 

T 
ナ
ス
 
を
 
評
し
 

て
、
 其
の
 
彫
像
の
 
古
今
に
 
冠
絶
す
 
る
の
 
は
、
 
そ
れ
が
 
何
 處
迄
も
 

一 個
の
 
女
で
 
あ
る
か
ら
 
で
あ
る
と
 
云
っ
た
。
 

0 ダ
ン
に
 
取
っ
て
 
は
 此
の
 

地
上
の
 
生
活
 
そ
の
 
者
が
 
さ
な
が
ら
 
に
し
て
 
神
祕
 
で
あ
っ
た
 
の
 だ
。
 
新
し
い
 
生
活
に
 
神
秘
の
 
な
い
 
と
 
云
 ふ
 人
 
は
ロ
ダ
 

ン 
の
 製
作
に
 
眼
 を
 



船
す
 
が
い
 

>, と
 
思
 
ふ
。
 
ク
リ
ン
 
ゲ
ル
 
ゃ
ス
ッ
 
ッ
ク
の
 
祌
祕
を
 
謎
の
 
如
き
 
神
祕
 
だ
と
 
す
れ
ば
、
 
ロ
ダ
ン
の
 
神
祕
 
は
、
 神
秘
 
そ
の
お
 
で
あ
る
.
 

我
々
 
が
 唯
の
 
人
間
 
を
 眺
め
る
 
場
合
、
 
如
何
 
か
し
た
 
拍
子
に
、
 

そ
の
 
人
が
.
 i 
つ
の
 
神
祕
 
と
し
て
 
現
 は
れ
る
 
事
が
 
あ
る
。
 
其
の
 
人
 
は
 平
々
 

凡
ケ
な
 

一 人
の
 
人
で
 
あ
る
つ
 
明
白
に
 
一
個
の
 
普
通
な
 
人
で
 
あ
る
。
 
何
の
 
謎
 を
 
も
 
祕
密
を
 
も
 持
ち
 
合
し
て
 
は
 を
ら
ぬ
。
 

し
か
も
：
 
牛
 凡
.
^
 

常
な
 
そ
の
 
人
の
 
全
體
 
が
、
 
宇
宙
 
大
な
 
神
祕
 
と
し
て
 
我
々
 
の
 全
 靈
を
慄
 
は
す
の
で
 
あ
る
。
 
陸
の
 
極
ま
る
 
處
は
 
海
に
 
述
 な
る
や
う
 

に
、
 
凡
 

て
 も
の
 

i 
突
き
 
當
 り
に
 
は
 神
祕
が
 
あ
る
。
 

こ
の
 
神
祕
は
 
昔
と
 
同
じ
 
大
さ
を
 
以
て
 
新
し
い
 
生
活
に
 
附
 き
ま
つ
 
は
っ
て
 
居
る
。
 

义
 
う
る
さ
 

い
や
う
 
で
は
 
あ
る
が
、
 
自
分
 
は
こ
の
 
種
類
の
 
神
 祕
を
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
 術
の
 
中
に
 
見
出
し
 
得
る
 
と
 
思
 
ふ
"
 
切
言
 
す
れ
ば
 
ク
ラ
シ
ッ
ク
お
 
術
に
 

は
！
 &
祕
 
な
る
 
も
の
 
は
な
い
。
 
若
し
 
强
 
ひ
て
 
あ
り
と
 
す
れ
ば
、
 
そ
れ
 
は
 謎
で
 
あ
る
か
、
 
比
喩
で
 
あ
る
か
、
 
若
し
く
は
 
^
意
で
 
あ
る
"
 
此
 

の
阽
 
に
で
 
ご 
ク
ラ
シ
ッ
ク
 
藝
術
は
 

cnsual 
な
藝
 
術
で
 
あ
る
。
 
然
る
に
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
術
 
と
な
る
と
 
も
っ
と
 
切
^
つ
 
ま
っ
て
 
ゐ
 
る
と
 
で
も
 

云
 は
う
 
か
、
 
當
 時
の
 
人
間
の
 
生
活
と
 
密
接
し
て
 
ゐ
 た
と
 
で
も
 
云
 は
う
 
か
、
 

一
種
 
人
 
問
と
 
絶
緣
 
す
る
 
事
の
 
出
來
 
な
い
、
 
そ
れ
故
に
^
 
め
 

て
祌
祕
 
的
な
 
奥
妙
な
 
力
が
 
其
の
 
製
作
 
品
に
 
籠
め
 
ら
れ
て
 
居
る
。
 
そ
れ
 
を
 最
も
よ
 
く
體
 
現
し
た
 
も
の
 
は
.
 
恐
ら
く
 
は
、
 
ゴ
シ
ッ
ク
.
.
 乂
化
 

の
 最
大
 
遣
 物
の
 

一 つ
な
る
 
寺
院
で
 
あ
ら
う
。
 
固
よ
り
 
寺
院
が
 
神
 祕
的
倾
 
向
 を
 
現
 は
す
と
 
云
 ふ
 事
 は
、
 
^
将
敎
 
殊
に
 
中
世
 
紀
^
^
 
そ
の
 

物
の
 
固
有
 
性
に
 
よ
る
 
事
 も
 
多
か
ら
 
う
が
、
 

一 面
に
 
义
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
藝
術
は
 
其
の
 
神
 祕
的
倾
 
向
 
を
 最
も
 
切
 實
に
現
 
は
し
 
得
た
 
と
も
.
.
 ム
 
へ
る
 

の
 だ
。
 

口 ダ
ン
が
 
大
抵
 
日
曜
日
 
毎
に
 
行
っ
て
 
瞑
想
 
を
 凝
ら
す
 
と
 
云
ふ
ノ
 

ー 
ト
ル
 
ダ
ム
の
 
如
き
 
も
實
に
 
そ
の
 
一
つ
で
 
あ
る
。
 

ノ 
ー 
ト
ル
 

ダ
ム
 
な
れ
ば
 
こ
そ
 
ク
ヮ
シ
 
モ
ド
が
 
現
 は
れ
て
も
 

ェ 
ス 
メ
ラ
 
ル
ダ
が
 
捕
 は
れ
の
 
身
と
 
な
っ
て
も
、
 

一
つ
の
 
ま
と
ま
っ
た
 

口 
ー 
マ
ン
ス
 

と
 

な
る
 
の
で
 
あ
る
。
 
巴
 里
 雜
沓
の
 
中
心
に
 
あ
り
な
が
ら
、
 
宛
ら
 
太
古
の
 
大
 森
林
 
を
 
思
 は
せ
 
る
の
 
は
、
 
こ
の
 
大
伽
 
藍
^
.
 は、 で

、
 
ス
テ
 

f 
ン 

ド. ダ
ラ
 

ス 
に
あ
た
 
る
 
日
が
、
 
蔭
っ
た
り
 
明
る
く
な
 
つ
た
り
 
す
る
 
度
に
、
 
百
の
 
色
 千
の
 
綾
 
は
 石
疊
の
 
上
に
 
現
 は
れ
た
 
り
^
れ
 
た
り
す
 
る
：
 

ア
ブ
 
ス 
の
 壁
 際
に
 
あ
る
 
厚
 彫
り
の
 
樫
の
 
椅
子
に
 
腰
を
下
ろ
し
て
 
聖
龕
を
 
見
 
つ
と
、
 
眞
 暗
な
 
隅
に
 
お； の

 如
く
.
 S
 婦
の
 
と
も
し
 
殘
 ー 

た
蠟
 

燭
 が
ー
 
つ
 燃
え
て
 
居
る
。
 
赛
錢
を
 
集
め
に
 
來
た
憒
 
侶
の
 
足
音
 
は
、
 
宛
ら
 
大
風
の
 
如
く
 
百
呎
 
に
も
 
餘
る
 
天
井
の
 
隅
々
 
ま
で
^
い
て
 

そ
 

叛
逆
 
者
 
 

一
三
 
ゾ 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

一
四
 

o
 

れ
 

が
ま
た
 

遙
 

か
な
 

地
上
に
 

降
り
て
 

來
る
 

頃
に
 

は
、
 

か
の
 

足
音
の
 

主
の
 

姿
 

は
も
う
 

見
え
 

な
く
な
っ
て
 

ゐ
る
。
 

時
限
と
 

方
 

處
と
は
 

此
の
 

寺
 

院
の
 

壁
で
 

切
斷
 

さ
れ
て
、
 

玆
に
は
 

我
々
 

が
 

得
 

知
ら
す
 

に
ゐ
た
 

新
た
な
 

世
界
が
 

開
け
て
 

ゐ
る
事
 

を
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

な
い
。
 

。
ダ
ン
 

の
 

作
物
に
 

も
、
 

明
か
に
 

か
う
 

い
 

つ
た
 

一 
種
の
 

感
じ
が
 

漂
う
て
 

ゐ
る
 

で
は
な
い
 

か
。
 

ロ
ダ
ン
の
 

「
ア
ダ
ム
」
 

を
 

見
た
 

人
 

は
す
ぐ
 

フ 
ロ
レ
ン
 

ス
 

な
る
 

ミ
ケ
ラ
 

ン
ジ
 

ヱ 
口
の
 

「
捕
虜
」
 

を
 

田 
5 

ひ
 

起
さ
す
 

て
 

は
 

ゐ
ら
丫
 

ま
い
。
 

は 
ダ
ン
 

は
 

恐
ら
く
 

は
 

「
捕
虜
」
 

に
 

眺
め
 

入
っ
た
 

事
が
 

あ
る
で
，
 

あ
ら
う
。
 

而
 

し
て
 

—
—
 

自
分
の
 

勝
手
な
 

推
察
が
 

此
の
上
 

許
さ
る
、
 

な
ら
 

ば
 
 

そ
の
 

ボ
 

ー 
ズ
を
 

取
っ
て
 

「
ア
ダ
ム
」
 

を
 

創
出
し
た
 

の
で
 

あ
ら
う
。
 

ミ
ケ
 

ラ
ン
 

ジ
 

H 
 

口 
と
 

ロ
ダ
ン
と
 

何
れ
が
 

大
 

な
る
 

天
才
で
 

あ
 

る
か
 

は
 

自
分
 

は
 

知
ら
な
い
。
 

然
し
 

彼
 

は
 

「
捕
虜
」
 

と
し
て
 

餘
 

り
に
 

ex
tr
av
ag
an
t 

な
ミ
ケ
 

ラ
ン
 

ジ
 

h 
 

r!
 

の
 

デ
ザ
イ
ン
が
 

「
ア
ダ
ム
」
 

と
 

し
て
 

最
も
 

大
 

な
る
 

成
功
 

を
牧
め
 

得
べ
き
 

を
 

見
て
取
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

我
々
 

の
 

面
前
に
 

は
 

今
、
 

我
々
 

の
覺
醍
 

第
一
 

瞬
を
體
 

現
し
た
 

永
久
の
 

記
念
碑
が
 

生
れ
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

「
捕
虜
」
 

の
 

中
に
 

眠
り
つ
 

\ 
あ
っ
た
 

神
祕
 

は
、
 

「
ア
ダ
ム
」
 

に
 

於
て
 

我
々
 

の
 

前
に
 

曝
さ
れ
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

我
等
の
 

前
に
 

は
 

二
つ
の
 

態
度
が
 

提
供
せ
ら
れ
 

始
め
た
。
 

文
藝
 

復
興
 

期
の
 

心
 

を
 

以
て
 

舞
 

ふ
べ
き
 

か
、
 

ゴ
シ
ッ
ク
 

盛
時
の
 

心
 

を
 

以
て
 

歌
 

ふ
べ
き
 

か
。
 

凡
て
の
 

人
 

は
 

そ
の
 

二
つ
の
 

間
に
 

選
ぶ
 

の
 

必
耍
に
 

迫
ら
れ
て
 

ゐ
る
。
 

一
方
 

を
 

選
ぶ
 

の
 

は
 

時
代
の
 

寵
兒
 

た
る
 

事
で
 

あ
る
。
 

妝
 

あへ 

を
 

選
ぶ
 

は
敢
て
 

叛
逆
 

者
た
 

る
 

事
で
 

あ
る
。
 

而
 

し
て
 

自
分
の
 

信
す
 

る
 

所
に
 

よ
れ
ば
、
 

か
の
 

柔
和
で
 

謙
讓
な
 

& 
ダ
ン
 

は
、
 

イ
ブ
セ
ン
、
 

ト 

ル
ス
 

ト
イ
、
 

マ
ネ
 

ー、
 

セ
ザ
 

ン
ヌ
、
 

ホ
 

ヰ
ッ
ト
 

マ
ン
 

等
 

近
代
の
 

巨
人
と
 

共
に
、
 

居
然
た
る
 

叛
逆
 

者
の
 

頭
目
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

(
一
九
 

一 
〇
 

年
 

十
 

一 
月
、
 

「
白
樺
 

ロ
ダ
ン
 

記
念
 

號
」
 

所
載
)
 



• 
泡
 

鳴
 

氏
 

へ
 

の
 

返
事
 

小
生
の
 

「
も
 
一
度
 
二
つ
の
 
道
に
 
就
て
」
 

と
 
云
へ
 
る
 感
想
文
に
 
對
し
、
 
去
年
 
早
稻
田
 
文
事
 
十
一
月
 
號
に
 
御
揭
戟
 
な
さ
れ
 
候
 御
 批
評
 
は
 

旣
に
 

一
 讀
 致
し
 
早
速
 
御
 答
申
す
べ
き
 
か
と
 
存
候
得
 
共
、
 
兎
角
 
議
論
と
 
申
す
 
も
の
 
は
 
十
 中
の
 
九
ま
で
 
は
 文
字
の
 
末
に
 
泥
み
 
て
 m
 
の
 木
 源
 

を
 閑
却
し
、
 
結
局
 
字
句
の
 
爲
め
 
に
い
ら
ぬ
 
奉
公
 
を
 致
す
 
馬
鹿
ら
し
き
 
は
め
に
 
な
り
 
勝
ち
に
 
候
へ
ば
、
 
御
返
亊
 
は
 致
す
 
ま
じ
と
 
お
.
 お
へ
 

居
候
 
得
 共
、
 
先
頃
 
白
樺
 
社
に
 
對
し
 
特
に
 
御
 申
 越
し
の
 
次
第
 
も
 有
 之
、
 
十
 中
 
九
ま
で
 
は
 無
益
な
 
り
と
 
も
 
十
 中
 
一
と
の
 
便
り
 
も
 
あ
る
^
な
 

れ
ば
、
 
か
た
ぐ
 
御
 返
事
 
致
す
 
事
に
 
思
 
ひ
か
へ
 
し
 申
 候
。
 
六
菖
十
 
菊
の
 
嫌
 ひ
 は
 不
惡
御
 
諒
察
 
下
さ
れ
 
度
 候
。
 

御
敎
 
示
に
 
よ
れ
ば
 
貴
下
 
の
 定
義
せ
ら
れ
 
た
る
 
藝
術
 
上
の
 
主
義
と
 
は
、
 

「
藝
術
 
上
に
 
人
生
 
を
 
如
 實
に
觀
 
す
る
 
…
…
 
(
に
 
は
)
 必
す
 
見
識
と
 
修
練
と
 
が
 必
要
 
だ
。
 
且
つ
 
修
練
と
 
見
識
と
 
が
^
 
術
^
の
 
獨
创
的
 
人
格
 

と
 
一
 致
し
た
 
時
に
 
於
て
 
最
も
 
多
く
 
意
義
 
あ
る
 
も
の
と
 
な
る
 
の
で
 
あ
る
。
 
僕
 等
の
 
主
義
と
 
云
 
ふ
の
 
は
 
そ
れ
で
 
あ
る
。
」
 

と
 申
さ
れ
た
 
る
と
、
 

「
主
義
 
は
藝
術
 
家
の
人
 
格
と
 
生
命
と
 
で
あ
る
」
 

と
 
申
さ
れ
た
 
る
 御
 一 一ー 一口 葉

に
 
盡
 き
た
り
と
 
存
じ
 
候
。
 
こ
れ
 
は
さ
り
な
が
ら
 
餘
 り
に
 
平
凡
な
る
 
御
 申
 條
に
無
 
之
：
^
 
や
 e
 
 ̂
も
^
 
術
に
 
係
 

り
 
合
 は
ん
も
の
 
に
て
、
 
此
の
 
覺
悟
 
な
き
が
 
果
し
て
 
有
 之
 候
べ
き
 
や
。
 
藝
術
 
家
た
 
ら
ん
と
 
す
る
 
以
上
、
 
他
と
 
混
 问
 
せ
ざ
る
 
獨
创
的
 
人
格
 

を
發
 
揮
す
 
る
に
 
勉
 む
べ
き
 
は
 同
よ
り
に
 
て
、
 
こ
れ
と
 
一
致
し
た
 
る
 
見
識
 
を
 養
 
ひ
 修
練
 
を
 遂
げ
ん
 
と
心
懸
 
く
べ
き
 
は
、
 
赤
 P
 
が
^
 
を
 
便
 

泡
 
鳴
 
氏
へ
の
 
返
事
 
 

一 四
 
！ 



お
 
島
武
 
郞
仝
蕖
 
笫
五
卷
 
 

一
四
 
二
 

り
，
 
少
女
が
 
装
 
ひ
す
る
 
と
 
等
し
く
、
 
更
に
 
他
の
 
奇
 な
き
 
家
常
 
茶
飯
事
と
 
存
ぜ
 
ら
れ
申
 
候
。
 
餘
 計
な
 
推
量
 
か
 は
 存
ぜ
す
 
候
 得
 共
、
 
假
り
 

に
責
 
下
が
 
第
 
一 一

流
 第
三
 
流
に
 
墮
 し
た
り
と
 
罵
り
 
給
 
ふ
藝
術
 
家
に
 
對
し
、
 
貴
下
の
 
提
唱
さ
れ
 
た
る
 
藝
術
 
上
の
 
主
義
な
る
 
者
 を
 披
露
 
致
し
 

候
 は
ん
に
、
 
其
の
 
人
々
 
は
 直
ち
に
 
答
へ
 
て
、
 
左
様
の
 
事
 は
 
云
 ふ
ま
で
 
も
な
 
き
 沙
汰
な
 
り
と
 
申
し
 
候
べ
 
し
。
 
尤
も
 
內
容
が
 
普
通
 
尋
常
な
 

り
と
 
て
 主
義
に
 
な
り
 
兼
ね
 
候
 理
由
な
 
き
義
 
は
、
 
萬
々
 
承
知
 
致
 居
候
 
得
 共
、
 
さ
り
と
 
て
 そ
れ
 
程
の
 
事
 を
 主
義
 
呼
ば
 
は
り
し
て
、
 
徒
ら
に
 

世
の
中
 
を
 
小
面
 
倒
に
 
致
 候
 
必
要
 
は
、
 
乍
殘
念
 
小
生
に
 
は
 認
め
 
難
く
 
候
。
 
肉
 茱
兩
樣
 
の
 食
物
に
 
活
 く
る
が
 
常
例
な
る
 
我
等
の
 
生
活
に
、
 

菜
食
の
 
み
に
 
て
 押
し
通
 
さ
ん
と
 
企
つ
 
る
 
も
の
 
あ
れ
ば
 
こ
そ
、
 
茱
 食
と
 
申
す
 
主
義
 
も
 
聞
こ
え
 
候
に
、
 
常
例
の
 
食
事
 
を
な
 
せ
る
 
人
、
 
我
 
こ 

そ
 
は
 肉
 茱
兩
食
 
主
義
な
 
り
と
 
名
乘
 
り
を
揭
 
げ
ん
 
も
 
異
な
 
も
の
に
 
は
 候
 は
す
 
や
。
 

は
た
ま
た
 
 

.S にしへ 

將
又
藝
 
術
 家
の
人
 
格
と
 
生
命
と
 
が
 主
義
な
 
り
と
 
仰
せ
ら
れ
 
候
 御
主
 
張
 も
 
如
何
に
も
 
潔
く
 
且
つ
 
は
 高
遠
に
 
て
、
 
か
の
 
古
の
 
豫
言
 
者
の
 

獅
子
吼
な
 
ど
 
さ
へ
 
思
 
ひ
 起
さ
れ
 
候
 次
第
な
が
ら
、
 

こ
れ
 
亦
 文
字
の
 
儘
に
 
解
し
 
候
 は
ビ
、
 
主
義
と
 
云
 は
ん
 
は
 業
々
 
し
と
 
も
 
業
々
 
し
き
 
限
 

り
と
 
存
じ
 
申
 候
。
 
藝
 術
と
 
云
 は
す
、
 
眞
 面
目
な
る
 
生
活
 
的
 態
度
に
 
あ
り
て
 
は
、
 
人
格
と
 
生
命
と
 
が
 根
柢
 
を
爲
 
す
べ
き
 
義
は
、
 
餘
 り
に
 

明
白
な
る
 
事
實
に
 
候
。
 
斯
 く
の
 
如
き
 
を
 主
義
な
 
ど
 申
し
て
 
喋
々
 
致
し
 
候
 事
、
 
實
 生
活
に
 
對
 す
る
 
一
種
の
 
侮
辱
な
 
り
と
 
小
生
に
 
は
 愚
考
 

致
さ
れ
 
候
。
 

耍
之
責
 
下
の
 
仰
せ
ら
れ
 
候
藝
術
 
上
の
 
主
義
な
る
 
も
の
 
は
、
 
餘
 り
に
 
普
遍
的
に
 
し
て
 
他
 を
 
s
n
v
i
n
c
e
 
す
る
 
の
 要
な
 
き
も
の
 
な
れ
ば
、
 

主
義
と
 
し
て
 
存
在
す
 
る
の
 
餘
地
 
全
く
な
 
き
も
の
と
 
斷
じ
 
候
。
 

さ
り
な
が
ら
 
貴
下
の
 
主
張
せ
ら
れ
 
候
 藝
術
的
 
態
度
の
 
實
行
 
程
度
 
如
何
と
 
申
 候
 事
に
 
至
り
て
 
は
、
 
云
 
ふ
べ
き
 
事
 は
 極
め
て
 
潤
澤
 
な
る
 

ベ
く
 
候
」
 
氣
 カ
に
 思
 ふ
に
 
貴
下
 
御
所
 
論
の
 
歸
結
 
す
る
 
所
 も
 
此
の
 
邊
に
 
候
な
る
 
べ
し
。
 
卽
ち
 
低
徊
趣
味
 
と
か
 
『
あ
そ
び
』
 
主
義
と
 
か
 其
の
 

他
 貴
下
が
 
第
！
 
一
流
 第
三
 
流
に
 
數
 
へ
ら
れ
 
候
べ
き
 
藝
術
的
 
態
度
 
は
、
 
貴
下
の
 
仰
せ
ら
れ
 
候
 主
義
の
 
實
行
 
足
ら
ざ
る
 
も
の
な
 
り
と
 
單
に
御
 

お
 慮
な
 
さ
れ
 
候
 義
と
存
 
申
 候
。
 
さ
ら
ば
 
伺
 上
 候
が
、
 
貴
下
 
は
 架
し
て
 
御
 提
唱
 
相
 成
 居
候
 
主
義
の
 
體
現
を
 
全
う
せ
ら
れ
 
候
 や
。
 
小
生
 
は
 



貴
下
が
 
誇
大
妄
想
狂
に
 
あ
ら
ざ
る
 
限
り
、
 
又
 努
力
と
 
進
歩
と
 
申
す
 
事
に
 
信
仰
 
を
 有
せ
ら
れ
 
候
 限
り
、
 
以
上
の
に
 
に
お
し
て
 
W
 
と
 
答
 
z
 
 o 

る
べ
き
 
を
 信
す
 
る
 者
に
 
候
。
 
獨
創
的
 
人
格
と
 
見
識
と
 
修
練
と
 
が
 三
拍
子
 
揃
う
て
 
調
和
に
 
入
り
 
候
嗞
 
は
、
 
共
の
 
人
の
 
飛
踨
 
が
^
^
 
を
^
 

げ
た
る
 
驟
 時
に
 
候
の
 
み
な
ら
す
、
 

第
一
 
そ
ん
な
 
事
が
 
人
間
と
 
名
の
つ
 
く
社
會
 
に
あ
り
 
得
べ
き
 
事
に
 
は
 無
 御
座
 
候
。
 
結
^
 

下
の
^
ぶ
 

藝
術
的
 
生
活
の
 
三
 要
素
が
 
互
に
 
相
尅
 
し
相
爭
 
ひ
、
 
交
る
.
 <
\
 
上
に
 
な
り
 
下
に
な
る
 
所
に
、
 
人
 問
 世
界
の
^
 
相
 
も
 
成
就
し
、
 
逃
^
 

ひノ 力
 

の
 影
 も
 
認
め
ら
 
る
-
に
 
は
 候
 は
す
 
や
。
 
卽
ち
藝
 
術
 的
 生
活
 
三
 要
素
の
 
體
 現
と
 
云
 
ふ
 は
、
 
捕
 
ふ
る
と
 
共
に
 
消
え
 
失
す
る
？
 
- 

ョ 0
ボ
 
き
 

に
て
 
<  g

 
ひ
て
 
そ
の
 
捕
捉
 
を
 
主
張
 
候
 
ひ
し
と
 
て
、
 
そ
 は
 畢
竟
 
程
度
の
 
問
題
に
 
過
ぎ
す
。
 
貴
下
の
 
藝
 術
が
 
一
等
な
 
り
 
他
の
 
爇
 術
が
 
ニ
^
'
 

三
等
な
 
り
と
 
痛
 呼
せ
ら
れ
 
候
 意
氣
は
 
愛
す
べ
き
に
 
似
 た
れ
 
ど
も
、
 
五
十
 
歩
 を
 
以
て
 
百
 歩
を
嗤
 
ふ
 謗
り
 
は
 免
れ
 
給
 は
ざ
る
 
ベ
く
 
候
。
 

且
つ
 
人
格
と
 
か
 生
命
と
 
か
 修
練
と
 
か
 見
識
と
 
か
 仰
せ
ら
れ
 
候
 得
 共
、
 
小
生
 
は
 其
の
 
內
容
を
 

一 曆
 明
瞭
に
 
承
知
^
 
咴
候
 

J 社
お
 
が
 公
に
 

知
り
 
得
た
 
る
 貴
下
の
 
御
 生
涯
 
竝
に
 
貴
下
の
 
御
作
 
品
に
 
現
 は
れ
た
 
る
 人
格
 

• 修
練
 

• 見
識
 
を
 標
準
と
 
し
て
 
其
の
 
內
容
と
 
定
め
 
候
て
 
お
 支
 無
 

御
座
 
候
 
や
。
 
貴
下
の
 
藝
術
的
 
主
義
の
 
定
義
よ
り
 
推
せ
ば
 
左
様
 
致
さ
す
 
候
て
 
は
 却
て
 
理
に
 
悖
る
 
次
第
と
 
相
 成
 巾
 候
。
 
^
し
て
 
然
 ら
ば
 
小
 

生
 は
、
 
貴
下
の
 
人
格
 
作
品
が
 
貴
下
の
 
稱
 
せ
ら
る
、
 
第
二
 
第
三
 
流
 藝
術
的
 
人
格
 
作
品
に
 
比
し
て
、
 

一
頭
 
地
 を
抽
ん
 
す
る
 
所
以
 
を
 
知
る
 
に
 

苦
む
 
者
に
 
御
座
 
候
。
 
貴
下
 
は
 
此
の
 
如
き
 
人
格
と
 
此
の
 
如
き
 
修
練
と
 
此
の
 
如
き
 
見
識
と
 
が
ー
 
致
し
た
り
 
と
て
、
 
^
正
な
る
^
 
あ
に
 
於
け
 

る
 藝
術
勺
 
主
義
が
 
成
り
立
ち
 
た
り
と
 
思
 召
さ
れ
 
候
 や
。
 
獨
創
的
 
人
格
 
を
 或
る
 
程
度
 
或
る
 
範
 園
に
 
制
限
し
 
終
っ
て
、
 
こ
れ
に
 
ふ
さ
 
は
し
 

き
 修
練
と
 
見
識
と
 
を
 造
り
 
出
す
 
は
出
來
 
難
き
 
儀
に
 
候
 は
ね
 
ど
、
 
小
生
 
一
個
よ
り
 
申
 候
へ
ば
 
聊
か
も
^
 
ま
し
と
 
は
^
 
不
 屮
^
。
 
小
^
 
は
 

寧
ろ
 
其
の
 
犬
な
る
 
矛
盾
に
 
驚
異
 
せ
ん
 
方
 
を
 擇
び
申
 
候
。
 

最
後
に
 
申
 添
へ
 
候
が
 
主
義
の
 
主
張
 
も
 批
評
家
が
 
致
す
 
沙
汰
な
ら
 
ば
、
 
小
生
 
は
 そ
れ
ま
で
 
を
 拒
む
 
も
の
に
 
は
鲁
 
S. お

お
 

さ
る
"
 
-
 

の
 思
潮
 
を
 統
一
し
 
若
し
く
は
 
歷
 史
的
に
 
取
扱
 
ふ
 場
合
に
、
 
批
評
家
が
 
同
じ
 
傾
向
の
 
も
の
 
を
 採
り
^
 
め
て
 
そ
れ
に
 
或
る
 
屯
^
の
 
名
 
を
 附
 

す
る
 
は
 勝
手
 
な
れ
 
ど
も
、
 
藝
術
 
家
が
 
何
故
 
自
己
の
 
主
義
な
る
 
も
の
 
を
 
人
の
 
前
に
て
 
喋
々
 
す
る
 
必
要
お
 
之
 候
 や
。
 
人
つ
、
.
^
 
 
： 

包
 
鳴
 
氏
へ
の
 

返
 
$
 
 

"
卩
三
 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

一 
3
£
 

る
と
 

屮
し
候
 

は
 

自
己
 

獨
 

得
の
 

人
格
 

を
 

通
じ
て
 

人
生
 

を
觀
 

る
と
 

云
ふ
義
 

に
て
、
 

左
様
 

致
 

候
 

事
 

を
 

主
義
と
 

仰
せ
ら
れ
 

候
な
ら
 

ば
 

主
義
に
 

て
 

差
 

支
 

無
 

之
 

候
へ
 

ど
も
、
 

藝
術
家
 

は
 

其
の
 

見
た
 

る
 

所
 

を
 

忠
實
に
 

作
物
の
 

上
に
 

現
 

は
せ
ば
 

足
る
 

事
に
 

て
、
 

こ
れ
に
む
 

づ
か
 

し
く
ん
 

叩 
名
 

(
,
 

へ
ば
 

心
 

物
、
 

內
 

外
の
 

燃
燒
 

合
致
 

的
 

刹
那
の
 

悲
痛
)
 

し
て
、
 

人
に
 

强
 

ふ
る
に
 

至
っ
て
 

は
、
 

藝
術
家
 

は
 

其
の
 

本
領
 

を
 

忘
失
し
た
 

る
 

も
の
な
 

る
 

事
 

を
 

御
注
意
 

申
 

上
 

置
 

候
。
 

小
生
が
 

「
も
 

一
度
 

二
つ
の
 

道
に
 

就
い
て
」
 

に
 

申
 

候
藝
術
 

家
と
 

批
評
家
と
 

主
義
と
の
 

關
係
 

更
に
 

御
 

復
讀
を
 

煩
 は
し
 
度
 候
。
 又

 
御
高
 

說
の
 

最
後
の
 

節
に
 

於
て
 

小
生
 

感
想
文
の
 

本
文
に
 

對
 

す
る
 

御
 

批
評
 

有
 

之
 

「
氏
 

は
 

『
人
間
 

は
 

相
 

對
界
に
 

彷
徨
す
 

る
 

も
の
で
 

あ
つ
 

て
、
 

絡
 

對
と
云
 

ふ
が
 

如
き
 

は
 

永
久
に
 

窺
 

ひ
 

知
る
 

事
の
 

出
来
ぬ
 

境
界
で
 

あ
る
』
 

と
 

云
 

ひ
な
が
ら
 

ま
だ
 

絕
對
 

其
の
 

者
の
 

觀
念
を
 

消
し
て
 

し
 

ま
ふ
 

こ
と
 

は
出
來
 

な
い
 

ら
し
い
」
 

と
 

「
ら
し
い
」
 

よ
り
 

論
 

を
 

起
し
て
，
 

嚴
 

し
き
 

鞭
撻
 

を
 

加
へ
 

下
さ
れ
 

候
へ
 

ど
も
、
 

「
ら
し
い
」
 

の
 

上
に
 

論
據
を
 

定
め
ら
れ
 

候
 

儀
は
以
 

來
斷
然
 

御
免
 

を
 

蒙
り
 

申
し
 

候
。
 

書
き
つ
 

r 
り
 

候
 

ま
-
 

-
に
 

筆
端
 

禮
を
 

失
し
た
 

る
 

侗
所
も
 

候
 

は
 

ビ 
御
高
 

免
 

下
さ
れ
 

度
、
 

文
意
の
 

存
 

す
る
 

所
 

御
 

推
 

讀
の
程
 

願
 

上
 

候
 

o 
草
々
。
 

(
一
九
 

一 
1 

年
、
 

「
白
樺
」
 

所
載
)
 



「
お
 

目
出
^
き
 

人
」
 

を
讀
 

み
て
 

力； W
 
タ
 

老
成
め
 
い
た
 
事
 を
 
云
 
ふ
の
 
を
 許
し
て
 
下
さ
る
な
ら
、
 

は
 
兄
の
 
作
品
 
は
 
凡
て
 
未
成
品
 
だ
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
兄
の
 
文
^
的
 
行
稅
の
 
彼
岸
 

は
隨
分
 
近
か
ら
 
ぬ
 彼
方
に
 
あ
る
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

批
評
家
め
 
い
た
 
事
 を
 
云
 ふ
の
 
を
 許
し
て
 
下
る
な
ら
、
 

僕
 
は
 
兄
の
 
作
 ni は

 他
人
 
ハ
 ̂
 
て
 
+
を
 
付
け
な
か
っ
た
 
所
に
 
七； な

が
^
 
え
ら
れ
 

て
 
あ
る
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

此
の
 
二
つ
の
 
事
 は
 兄
に
 
非
常
な
 
努
力
 
を
 要
求
し
、
 
兄
の
 
將
來
の
 
文
 舉
 的
 生
活
に
 
苦
^
と
^
 
戰
 と
を
掰
 
す
に
^
 
ひ
な
い
 
と
^
ひ
 
ま
 
r 

而
 し
て
 
僕
 は
 
そ
れ
 
を
羡
 
ま
し
い
 
事
 だ
と
 
思
 は
な
い
で
 
は
 居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

人
の
 
難
行
 
を
^
む
と
 
云
 
ふ
^
は
 
を
 
か
し
い
 
伐
で
す
 
が
 

兄
 

は
 
そ
れ
 
を
諒
 
と
し
て
 
下
さ
る
 
事
と
 
信
じ
ま
す
。
 

僕
 は
 兄
の
 
「
お
 
目
 出
た
 
き
 
人
」
 を
 
始
め
て
^
 
稿
で
 
讀
ん
だ
 
時
、
 
不
^
 
謎
に
^
 

た
 
心
 

地
に
 
な
り
ま
し
た
。
 

而
 し
て
 
美
 装
さ
れ
 
た
 其
の
 
作
を
最
 
一
度
 讀
ん
だ
 
時
 も
 
全
く
 
前
と
 
M
 じ
 
様
な
 
感
じ
に
 
打
 た
れ
ま
し
た
"
 

而
 し
て
^
 

の
洁
果
 
と
し
て
 
僕
 
は
 何
だ
か
 
ト
ル
ス
ト
イ
の
"
 

W
h
a
t
 
 is  Art?- 

を
讀
み
 
底
し
て
^
 
た
い
 
氣
 
に
な
り
 
ま
し
た
。
 
兄
の
 
作
物
 
を
兑
 
て
ト
 

ル
ス
ト
 
ィ
を
讀
 
み
た
く
な
 
つ
た
 
感
情
の
 
經
路
は
 
自
分
で
 
も
 判
然
し
 
ま
せ
ん
 
が
 兎
に
角
 
讀
 み
た
く
な
 
つ
た
の
で
 
す
。
 
而
 し
て
 
一
お
 
卯 
成
 

に
藝
術
 
論
の
 
最
初
の
 
字
か
ら
 
最
後
の
 
字
ま
で
 
讀
み
 
通
し
て
、
 
可
な
 
り
 
委
し
い
 
摘
要
 
を
 作
り
ま
し
た
。
 
し
か
も
 
そ
れ
だ
け
で
 
も
滿
 
に
が
 
出
 

來
 な
く
な
っ
て
、
 

文
 藝
會
と
 
云
ふ
靑
 
年
の
 
團
體
の
 
前
で
 
其
の
 
趣
旨
 
を
 
話
し
ま
し
た
。
 

三
時
 
問
 た
て
 
綾
け
 
に
し
ゃ
べ
 
つ
た
の
 
は
、
 
^
门
 

身
が
 
惘
れ
た
 
事
で
、
 
こ
ん
な
 
事
 は
 死
ぬ
 
ま
で
 
無
い
 
か
も
 
知
れ
な
い
 
と
 
思
っ
て
 
居
り
ま
す
。
 

B
a
s
n
g
a
r
t
e
n
 
か
ら
 
巾
^
さ
れ
 

た： た
の
.
：
 パ 

^
を
 
簡
潔
 
明
晰
に
 
批
評
し
て
 
來
て
、
 
其
の
 
凡
て
 
を
 
否
定
し
て
 
立
て
た
 
ト
ル
ス
ト
イ
.
 
R
 身
の
 
藝
術
觀
 
が
、
 
^
g
^
c
 
ハ
^
に
 
ど
れ
お
^
 
き
 

「
お
 
目 
出
た
 
き 
人
」
 を
讀
 
み
て
 
 

1
^
-
/
 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

一 
w
 

六
 

を
爲
 

し
て
 

居
る
 

か
、
 

僕
 

は
 

そ
れ
ま
で
 

を
 

研
究
す
 

る
 

餘
裕
と
 

博
識
 

を
 

持
っ
て
 

居
り
ま
せ
ん
で
 

し
た
が
、
 

端
的
に
 

僕
の
 

心
に
 

受
け
入
れ
ら
 

れ
た
 

ト
ル
ス
ト
イ
の
 

意
見
 

は
、
 

强
 

い
は
つ
き
 

り
し
た
 

も
の
で
し
た
。
 

藝
 

術
と
 

は
遊
戲
 

で
は
な
い
、
 

享
樂
 

で
も
な
い
。
 

理
想
の
 

體
 

現
で
 

も
な
い
。
 

人
が
 

自
己
の
 

經
驗
 

し
た
 

所
 

を
 

自
己
の
 

感
情
に
 

於
て
 

ま
ざ
/
 

1\
 

と
 

經
驗
し
 

返
し
 

得
た
 

時
、
 

其
の
 

感
じ
 

を
 

種
々
 

な
 

方
法
で
 

他
人
 

に
傳
 

へ
て
、
 

同
じ
 

感
じ
 

を
 

味
 

は
せ
 

る
の
 

を
 

言
 

ふ
の
 

だ
と
 

論
じ
た
 

の
 

は
、
 

僕
に
 

は
價
 

値
の
 

高
い
 

强
ぃ
聲
 

だ
と
 

響
き
ま
し
た
。
 

こ
れ
か
ら
 

考
 

へ
る
 

と
藝
術
 

家
の
 

資
格
 

は
 

直
ぐ
 

決
定
せ
ら
れ
 

ま
す
。
 

そ
れ
 

は
 

何
よ
り
も
 

先
に
 

藝
術
家
 

は
 

鋭
敏
な
 

感
受
の
 

力
 

を
 

必
要
と
 

し
ま
す
。
 

そ
 

れ
 

か
ら
 

廣
汎
な
 

同
情
 

を
 

必
要
と
 

し
ま
す
。
 

そ
れ
か
ら
 

表
 

顯
の
 

技
能
 

を
必
耍
 

と
し
ま
す
。
 

そ
れ
 

か
 

ら
 

徹
底
的
の
 

誠
實
 

を
必
耍
 

と
し
ま
 

す
。
 

そ
れ
だ
け
で
す
。
 

僕
 

は
 

兄
の
 

作
品
 

を
讀
ん
 

で
、
 

何
時
で
も
 

銳
敏
な
 

感
受
の
 

力
 

を
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

兄
が
 

兄
 

自
身
の
 

經
 

験
に
 

對
 

す
る
 

感づ
： 

K
 

力
 

は
 

痛
ま
し
い
 

程
 

尖
っ
た
 

も
の
と
 

僕
 

は
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

僕
 

は
 

兄
の
 

作
品
 

を
 

讀
ん
で
 

居
る
 

と
、
 

兄
が
 

僕
の
 

手
 

を
 

捕
へ
 

て
、
 

ど
ん
，
 

兄
の
 

胸
の
 

中
に
 

其
の
 

手
 

を
 

押
し
込
ん
で
、
 

赤
い
 

ぬ
ら
，
 

C
 

し
た
 

心
臟
の
 

あ
る
 

所
ま
で
 

持
っ
て
行
っ
て
、
 

觸
れ
觸
 

れ
と
言
 

は
れ
る
 

の
で
、
 

此
方
.
 

ハ
心
 

が
お
 

く
れ
 

を
 

取
っ
て
、
 

思
 

は
す
 

た
じ
ろ
く
 

様
な
 

思
 

ひ
 

を
す
 

る
 

事
が
 

よ
く
あ
り
ま
す
。
 

何
ん
だ
 

か
 

「
新
生
」
 

に
あ
る
 

ダ
ン
テ
が
 

心.
 

贜
を
喰
 

は
さ
れ
 

た
 

夢
の
 

事
 

を
考
へ
 

出
し
て
、
 

僕
 

は
 

此
の
 

經
驗
を
 

兄
の
 

作
品
に
 

感
謝
し
て
 

居
ま
す
。
 

兄
の
 

作
品
 

は
 

他
人
の
 

嘗
て
 

手
 

を
 

付
：
 

け
な
か
っ
た
 
所
に
 
土
 臺
が
据
 
ゑ
ら
 
れ
て
 
居
る
 
と
 僕
 は
 書
き
出
し
に
 
云
っ
た
 
の
 は
、
 
少
し
 
違
っ
て
 
居
る
 
か
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 
寧
ろ
 
他
人
.
 

の
据
 
ゑ
た
 
地
表
よ
り
 
深
く
 
土
 を
 掘
っ
て
、
 

兄
 は
 土
 臺
を
据
 
ゑ
よ
う
と
 
し
て
 
居
ら
れ
る
 
と
 
云
 ふ
べ
き
 
で
せ
 
う
か
。
 
然
し
^
れ
 
に
し
て
も
 

困
難
 は
 
一 つ
で
す
。
 
其
の
 困
難
な
 事
業
に
 兄
が
 臆
せ
す
 ぶ
っ
か
っ
て
、
 
力
の
 あ
る
 限
り
 働
か
れ
る
 の
 を、 

僕
 は
 羨
ま
し
く
 心
憎
く
 思
 

ふ
の
で
 

す
。
 

表
顯
 

さ
れ
た
 

兄
の
 

思
想
に
 

特
別
 

新
し
い
 

も
の
が
 

あ
る
と
 

は
 

僕
 

は
 

思
 

ひ
ま
せ
ん
、
 

又
 

そ
れ
 

は
 

博
い
 

も
の
 

だ
と
 

も
 

思
 

ひ
ま
せ
 

ん
が
、
 

其
の
 

思
想
 

を
 

取
り
 

あ
っ
か
 

ふ
の
に
、
 

兄
に
 

は
 

兄
 

自
身
の
 

經
路
 

が
あ
っ
て
、
 

僕
 

は
 

成
程
 

斯
う
 

云
 

ふ
 

考
へ
方
 

も
 

あ
る
な
 

と
 

驚
い
た
 

り
、
 

こ
ん
な
に
 

突
き
 

つ
め
ら
れ
 

も
す
 

る
か
と
 

驚
い
た
り
 

し
ま
す
。
 

感
受
 

力
が
 

强
 

く
っ
て
 

執
着
が
 

深
く
な
け
れ
ば
 

こ
ん
な
 

獨
創
は
 

出
て
 



來
な
 
い
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

又
 第
^
-
の
 
徹
底
的
の
 
誡
實
と
 
云
 ふ
 事
 は
、
 
口
に
し
 
筆
に
 
す
る
 
に
は
餘
 
り
に
 
デ
リ
 
ケ
 
ー 

ト 
な
問
题
 
だ
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
誠
^
の
 
卞
決
 
X
 

は
、
 
若
し
 
神
な
る
 
も
の
が
 
あ
れ
ば
 
其
の
 
神
に
 
任
せ
 
奉
る
 
の
が
 
最
上
の
 
事
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
畢
竟
 
各
自
の
 
内
心
の
 
奥
底
の
 
^
お
で
 

r。 
-仪 

は
 
兄
が
 
誠
實
 
で
あ
る
と
 
云
 
ふ
 様
な
 
事
 を
 
云
っ
て
、
 
自
己
 
を
僞
善
 
者
と
 
し
ま
す
 
ま
い
し
、
 

又
 兄
の
 
個
性
の
^
 
R
 を
 
犯
し
た
く
な
い
 
し
^
 

vj ま
す
 

そ
れ
か
ら
 
表
顯
の
 
技
能
と
 
云
 
ふ
 事
か
ら
 
兄
の
 
作
を
兒
 
る
と
、
 

又
 驚
か
さ
れ
る
 
事
が
 
あ
り
ま
す
。
 
兄
に
 
知
識
が
 
あ
っ
て
も
 
使
 は
な
い
 

の
か
、
 
無
い
 
か
ら
 
使
 は
な
い
 
の
か
、
 
そ
れ
 
は
 知
り
ま
せ
ん
 
が
、
 
兎
に
角
 
兄
 程
 所
謂
 
通
語
 
を
 
使
 は
な
い
 
作
お
 
は
 無
い
 
様
で
す
。
 
％
ん
 
ど
 平
 

易
に
 
書
い
た
 
論
文
の
 
様
な
 
筆
致
で
、
 

兄
 は
 易
々
 
と
 纏
綿
し
た
 
情
緒
の
 
葛
藤
 
を
精
寫
 
し
て
 
居
ら
れ
る
 
の
は
不
 
m お
 鎖
た
^
で
す
。
 

兄
 は
 
一
 

万
 流
の
 
達
人
で
す
。
 

而
 し
て
 
其
の
 
技
巧
と
 
思
想
と
の
 
調
和
 
は
 申
 分
が
な
い
 

と
 
思
 
ひ
ま
す
 

a 
但
し
 
兄
よ
、
 

惚
れ
て
 
は
い
け
 
ま
せ
ん
。
 

兄
の
 
思
想
が
 
こ
れ
か
ら
 
精
練
 
せ
ら
れ
て
 
發
展
 
す
る
 
以
上
、
 
技
巧
 
も
 
亦
 
こ
れ
に
 
伴
っ
て
 
行
く
 
必
要
が
 
あ
る
か
ら
 
で
あ
り
ま
す
。
 

而
 し
て
 

そ
 
Q
 努
力
が
 
成
就
す
 
る
 
や
 Kn や

 は
、
 
僕
が
 
次
に
 
云
 は
う
 
と
す
る
 

一
 事
で
 
定
ま
る
 
と
 思
 
ひ
ま
す
。
 

そ
れ
 
は
 第
二
の
 
廣
汎
な
 
同
情
と
 
云
 ふ
 事
で
あ
り
ま
す
。
 
無
遠
慮
 
を
 許
し
て
 
下
さ
い
。
 
兄
の
 
同
情
 
は
廣
汎
 
だ
と
 
は
如
仆
 
し
て
も
-
 
ム
ハ
 

/ム 
ハ
と
思
 
ひ
ま
す
。
 
兄
の
 
作
が
 
未
 或
 品
 だ
 な
ぞ
と
 
云
っ
た
 
の
 も
、
 
僕
 は
 主
に
 
此
の
 
點
 か
ら
 
思
 
ひ
 付
い
た
 
事
で
あ
り
ま
す
。
 

^
は
：
 
一山：^ 

あ
き
 
 

1
 
 

I 

暇
々
 
に
 
ト
ル
ス
ト
イ
の
 
「
戰
爭
 
と
 平
和
」
 
を
 讀
ん
で
 
居
ま
す
 
が
、
 
其
の
 
同
情
の
 
廣
汎
 
な
の
に
 
は
 惘
れ
て
 
仕
 芻
 
ひ
ま
し
た
-
 

^
ひ
な
い
：
；
 
^ 

と
い
 
ふ
 も
の
 
は
、
 
そ
ん
な
ら
 
如
 化
す
れ
ば
 
養
 は
れ
る
 
か
と
 
云
 ふ
に
、
 
感
受
の
 
力
の
 
强
ぃ
人
 
は
 非
^
な
 

乩
く
 p
s
y
g
e
 
を
 持
っ
て
 
W
 
て
、
 
感
 

じ
 
を
 鋭
敏
に
 
働
か
し
た
^
 
け
で
、
 
そ
れ
に
 
逹
 す
る
 
事
が
 
出
來
 
ま
せ
う
 
が
、
 
そ
れ
と
 
同
時
に
、
 
廣
く
 
見
、
 廣
く
 
接
す
ろ
 
と. パ

ふ
ゴ
 

； 
"
し
む
 

を
 得
ざ
る
 
必
要
で
 
は
な
い
 
か
と
 
思
 
ふ
の
で
 
す
。
 (
玆
 ま
で
 
書
い
て
 
来
た
ら
 
ラ
 
ン
プ
 
の
 油
が
 
盡
 き
て
 
仕
舞
 
ひ
ま
し
た
。
 

叫
 

く
よ
り
 
わ
 

方
が
 
あ
り
ま
せ
ん
。
 
締
切
ま
で
に
 
間
に
合
へ
ば
 
宜
ぅ
 
御
座
ん
 
す
が
)
 
人
の
 
事
^
 
は
 
限
り
な
く
 
擴
大
 
す
る
 
も
の
で
 
乂
せ
 
し
む
べ
き
 
も
の
 

お ；： Z 出
た
 
き 
人
」
 
を
讀
 
み
て
 
 

一 r 
七
 



有
 

鳥
武
郞
 

仝
集
笫
 

If
 
卷
 
 

I 
四
 

八
 

で
あ
る
 

以
上
、
 

藝
術
 

家
の
 

事
業
 

も
 

其
の
 

法
則
に
 

潟
れ
 

る
 

事
 

は
 

出
来
な
い
 

害
で
す
。
 

兄
 

は
 

今
 

自
己
の
 

建
立
し
た
 

堅
固
な
 

高
い
 

城
郭
の
 

中
 

に
閉
ぢ
 

籠
っ
て
 

居
ら
れ
ま
す
。
 

シ
ャ
ロ
ッ
ト
 

姬
の
樣
 

に
 

其
處
で
 

美
し
い
 

錦
 

を
 

織
っ
て
 

居
ら
れ
ま
す
。
 

そ
れ
で
も
 

シ
ャ
 

e! 
ッ
ト
姬
 

は
 

自
分
 

の
 

前
に
 

鏡
 

を
 

置
い
て
、
 

そ
れ
に
 

寫
る
 

窓
の
 

外
の
 

自
然
 

や
 

人
物
 

を
 

も
 

模
様
に
 

加
へ
 

る
の
 

を
 

担
ま
な
か
っ
た
 

が
、
 

兄
の
 

織
機
の
 

前
に
 

立
て
 

ら
れ
た
 

鏡
に
 

は
 

兄
の
 

姿
が
 

大
き
く
 

濃
く
 

寫
る
 

許
り
で
、
 

窓
の
 

外
の
 

景
色
 

は
 

幽
か
な
 

弱
い
 

光
で
 

兄
の
 

姿
の
 

後
方
に
 

昆
 

や
ら
れ
る
 

許
り
で
 

す
。
 

ハ
ン
ス
.
 

ト 
ー 

マ
に
 

見
る
 

様
な
 

感
じ
が
 

兄
の
 

作
品
の
 

凡
て
 

を
 

浸
し
て
 

居
る
 

樣
 

に
も
 

見
え
ま
す
。
 

そ
れ
 

を
 

僕
 

は
 

惡
ぃ
事
 

だ
と
 

云
 

ふ
 

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

然
し
 

同
時
に
 

兄
が
 

其
の
 

境
界
に
 

滿
 

足
し
て
 

居
ら
れ
な
い
 

事
 

も
 

僕
 

は
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

兄
が
 

忙
は
 

し
く
 

自
己
の
 

創
造
に
 

脔
 

心
し
て
 

側
 

目
 

も
 

ふ
ら
す
 

に
 

居
ら
れ
る
 

の
 

を
 

僕
 

は
 

承
知
し
て
 

居
ま
す
。
 

而
 

し
て
 

そ
れ
 

を
 

最
も
 

確
 

實
な
眞
 

正
な
 

藝
 

術
 的
 良
心
の
 
發
露
 
だ
と
 
思
っ
て
 
居
ま
す
。
 
然
し
 
兄
 は
何
處
 
ま
で
 
も
 其
の
 
境
界
に
 
安
住
す
 
る
 積
り
 
で
は
な
い
 
の
で
せ
 
う
。
 
先
日
 
僕
の
 
心
 

を
强
く
 
動
か
し
た
 

一
 つ
の
 
偶
然
な
 
出
来
事
が
 
起
り
 
ま
し
た
。
 
そ
れ
 
は
 白
樺
 
社
か
ら
 
送
っ
て
 
來
た
 
二
月
 
號
 
に
あ
る
 
兄
の
 
「
桃
色
の
 
家
 

を
 讀
ん
で
 
居
る
 
と
、
 
或
る
 
頁
に
 
べ
っ
た
り
と
 
血
 を
な
 
す
く
っ
た
 
跡
の
 
あ
る
の
に
 
出
逢
 
ひ
ま
し
た
。
 
僕
 は
 汚
い
 
も
の
が
 
あ
る
な
、
 
多
分
 

職
工
で
 

も
、
 

製
本
す
 

る
 

時
に
 

指
 

を
 

切
っ
た
 

か
、
 

鼻
 

で
も
 

出
し
た
ん
 

だ
ら
 

う
と
 

思
 

ひ
な
が
ら
、
 

成
る
 

可
く
 

其
の
 

頁
 

を
 

早
く
 

讀
ん
で
 

次
 

の
 頁
に
 
移
り
 
ま
し
た
が
、
 
其
處
 
に
も
 
指
の
 
先
で
 
な
す
く
 
つ
た
 
血
が
 
黑
く
 
な
っ
て
 
染
ま
っ
て
 
居
ま
し
た
。
 
そ
れ
で
 
僕
 は
 變
な
氣
 
に
な
つ
 

て
考
へ
 
込
み
ま
し
た
。
 
桃
色
の
 
女
 は
 灰
色
の
 
女
と
 
ER と

 
を
 
相
手
に
 
あ
く
ま
で
 
担
ぎ
 
戰
 
つ
た
が
、
 
そ
の
 
灰
色
の
 
男
の
 
中
に
 
若
し
 
此
の
 
頁
 

を
 
汚
す
 
樣
な
血
 
を
 持
っ
た
 
男
が
 
居
た
ら
 
如
何
す
 
る
 だ
ら
 
う
。
 
さ
う
 
云
 ふ
 男
の
 
居
る
 
事
が
 
分
っ
た
ら
 
如
何
す
 
る
 だ
ら
 
う
。
 
桃
色
の
 
女
の
 

夫
と
 
灰
色
の
 
男
と
 
は
 何
ん
だ
 
か
 永
久
の
 
敵
の
 
様
に
 
も
 
見
え
る
 
が
、
 若
し
 
偶
然
に
 

1 一
人
の
 
手
が
 
握
り
 
合
 は
さ
れ
 
た
 事
が
 
あ
っ
た
ら
、
 
兩
方
 

か
ら
 
思
 
ひ
も
 
設
け
ぬ
 
暖
 み
が
 
通
 
ふ
の
で
 
は
な
い
だ
ら
 
う
か
。
 

ト 
ル
ス
 
ト
イ
が
 
將
來
の
 
藝
術
家
 
は
 第
 
一 藝
術
を
 
職
業
と
 
し
て
 
そ
れ
で
 
生
 

計
き
 
立
て
る
 
事
 
は
 無
く
な
る
 
し
、
 
第
二
に
 
彼
等
 
は
多
數
 
者
と
 
同
じ
 
方
法
に
 
よ
っ
て
 
活
計
 
を
 立
て
る
 
爲
 
め
に
 
額
か
ら
 
汗
 を
 流
す
 
で
あ
ら
 

う
と
 
云
っ
て
 
居
る
 
隨
分
 
極
端
な
 
言
說
を
 
も
，
 
其
の
 
時
の
 
僕
 は
 極
め
て
 
嚴
 重
に
 
想
 
ひ
 起
さ
^
る
 
を
 得
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

又
 普
通
人
の
 
生
 



活
か
ら
 

か
け
 

離
れ
た
 

生
活
 

を
し
な
が
ら
 

藝
術
的
 

作
品
 

を
 

提
供
し
 

よ
う
と
 

云
 

ふ
の
 

は
 

不
可
能
の
 

事
 

だ
。
 

何
故
と
 

云
 

へ
ば
 

か
、
 

る
藝
 

術
^
 

の
 感
得
す
 
る
 所
 は
 特
殊
な
 
境
遇
が
 
生
み
出
し
 
た
も
の
で
、
 
普
通
人
に
 
は
 理
解
の
 
出
來
 
な
い
 
感
じ
 
だ
か
ら
で
 
あ
る
と
：
 
-ム つ

て
^
る
 
お
な
 

ど
も
 

僕
の
 

心
 

を
强
く
 

刺
戟
し
 

ま
し
た
。
 

文
藝
雜
 

誌
の
 

上
に
 

塗
ら
れ
た
 

職
工
の
 

血
。
 

僕
 

は
 

如
何
し
て
も
 

そ
れ
 

を
 

只
事
と
 

肴
 

過
す
 

る
^
に
 

は
 行
か
な
い
 
の
で
す
。
 
そ
ん
な
 
事
 を
 思
 
ふ
と
 
僕
 は
 兄
が
 
其
の
 
同
情
の
 
範
 圍
を
擴
 
げ
て
も
^
 
支
の
 
な
い
 
時
が
：
：
 い
く
 
來
れ
 
ば
い
、
 
た
レ
 

.^ 

る
の
で
 
す
。
 
さ
う
な
 
つ
た
ら
 
最
も
 
自
然
に
 

affectation 
な
し
に
 
兄
の
 
技
巧
 
も
 
延
び
て
 
行
く
 
で
せ
 
う
。
 
兄
の
：
^
 
£
 の
爐
火
 
を
；
^
 じ
て
 
兄
 

の
み
が
 
現
 は
れ
る
 
許
り
で
な
く
、
 

僕
の
 
様
な
 
奴
 も
 
現
 は
れ
る
 
で
せ
 
う
。
 
頁
で
 
血
 を
 拭
っ
た
 
職
工
 
も
现
 
は
れ
る
 
で
せ
 
う
。
 

に
：
^
 

の
銳
ぃ
 
感
受
の
 
力
 
は
 
ど
ん
な
に
 
齒
 切
れ
よ
 
く
 
活
動
す
 
る
で
 
せ
う
。
 
兄
の
 
作
品
 
を
 讚
ん
で
^
 
而
 E
 
に
な
る
 
僕
 は
、
 
此
の
 
ポ
を
 
兄
に
 
願
 
ふ
 

以
上
に
 
忠
實
な
 
進
言
 
を
す
 
る
 事
 は
出
來
 
な
い
 
と
 思
 
ふ
の
で
 
す
。
 

兄
が
 
自
己
 
を
 完
成
し
 
得
た
 
時
 
こ
そ
 
は
 
兄
が
 
文
舉
的
 
行
程
の
 
彼
岸
に
 
達
す
る
 
時
で
あ
り
ま
す
。
 

而
 し
て
 
其
の
 
時
に
 
兄
の
 
据
ゑ
 
た
に
，
：
 ：- 

は
 他
人
と
 
は
 全
く
 
異
 
つ
て
、
 
他
人
よ
り
 
更
に
 
深
く
 
据
 ゑ
ら
 
れ
 た
も
の
と
 
な
る
 
の
で
せ
 
う
。
 
然
し
 
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
 
斯
う
 
云
 ふ
の
 
は
、
 

僕
が
 
兄
に
 
惡
 魔
の
 
さ
-
や
き
 
を
傳
 
へ
て
 
居
る
 
の
か
 
も
 
知
れ
な
い
 
の
で
す
。
 
僕
 自
身
の
 
滿
足
ゃ
 
普
通
人
の
 
滿
足
ゃ
 
を
 n
 
ふ
 は
め
に
，
 

の
 向
っ
た
 
鏡
に
 
强
 
ひ
て
 
色
々
 
な
 物
を
寫
 
さ
う
 
と
す
る
 
の
 は
考
へ
 
も
の
で
し
た
。
 
僕
は
ぢ
 
つ
と
 
し
て
 
兄
の
 
心
の
 
巾
の
 

metamorphosis 

を
 待
っ
て
 
居
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
か
っ
た
 
の
か
 
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 

兄
の
 
心
 を
 外
界
に
 
誘
 
ひ
 出
さ
う
 
と
す
る
 
の
は
惡
 
い
^
で
し
た
。
 
然
し
 

僕
の
 
心
 も
 
察
し
て
 
下
さ
い
。
 

「
お
 
目
 出
た
 
き
 
人
」
 が
 出
た
 
時
に
、
 
日
本
の
 
人
 
は
大
體
 
か
ら
 
云
っ
て
 
振
り
向
い
て
も
 
兒
 な
か
っ
た
 
と
 
云
っ
て
 
好
い
で
 
せ
う
。
 
仪
は
 
そ
れ
 

を
 痛
快
な
 
事
に
 
思
 
ひ
ま
す
 
。
「
お
 
目
 出
た
 
き
 人
」
 
は
 
日
本
人
 
を
默
 
殺
し
て
 
や
っ
た
 
の
で
す
。
 
器
用
な
 
技
巧
 
や
、
 
山
の
 
あ
る
 

plot 
ゥ
 

ん
だ
 
生
活
と
 
云
 ふ
 様
な
 
も
の
 
さ
へ
 
あ
れ
ば
 
や
ん
 
や
と
 
讃
め
 
そ
や
す
 
今
の
 
批
評
 
界
に
、
 
兄
の
 
作
品
が
^
 
め
ら
 
れ
な
 
い
で
、
 
默
々
 
の
 巾
に
^
 

ら
れ
 

よ
う
と
す
 

る
の
 

は
、
 

實
 

に
小
氣
 

味
の
 

い
 

、
ア
イ
 

口 
 

-1
 

1 
で
す
。
 

「
知
ら
れ
ざ
る
 

祌
に
」
 

と
 

殿
堂
の
 

ソ 
リ 

ー 
ズ
 

に
セ
 

：3
 

き
迚
 

ね
て
 

ほ
き
 

「お；！：： 出
た
 
き 
人
 

I を
讀
 
み
て
 
 

； M
 
ん
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
^
 
五
卷
 
 

一 五
 〇
 

ち 
ざけ
 

な
が
ら
 
ボ
 

1- 
口 
に
對
 
し
て
 
其
 
Q
 信
す
 
る
 所
の
 
神
な
る
 
も
の
 
を
 嘲
っ
た
 
希
 臘
の
學
 
者
 以
上
の
、
 
自
己
 
所
作
の
 
ア
イ
 

a 
一
一
-
で
す
。
 
何
故
 

彼
等
 
は
 作
品
 
を
 
通
し
て
 
昆
る
 
事
の
 
出
来
る
 
作
者
の
 
個
性
 
を
、
 
も
 
少
し
 
は
っ
き
り
 
認
め
る
 
事
が
 
出
來
 
な
い
だ
ら
 
う
と
 
怪
し
む
 
の
 は
、
 怪
し
 

む
 人
が
 
親
切
 
過
ぎ
る
 
の
か
 
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 
坪
內
 
博
士
が
 
戲
 作
者
 
氣
 質
の
 
排
斥
 
を
 
や
ら
れ
て
か
ら
 
何
十
 
年
 か
に
な
る
 
の
で
せ
 
う
が
、
 

t
 
の
 中
 
は
 依
然
と
し
て
 
藝
術
 
家
を
戲
 
作
者
と
 
し
て
 
取
り
扱
っ
て
 
居
る
 
の
で
す
。
 
日
本
人
が
 
輕
佻
 
浮
薄
な
 
朝
三
暮
四
の
 
國
民
だ
 
な
ぞ
と
 

云
 
ふ
の
 
は
勿
體
 
な
い
 
事
共
で
す
。
 

兄
の
 
前
途
の
 
逡
遠
 
な
の
 
を
お
 
目
 出
た
 
く
お
 
祝
 
ひ
し
ま
す
。
 
兄
が
 
笑
っ
て
 
域
郭
の
 
窓
か
ら
 
廣
ぃ
 
世
界
 
を
 
取
り
入
れ
る
 
時
の
 
來
 る
の
 
を
 

待
 遠
し
 
く
 
待
っ
て
 
居
ま
す
。
 
^
り
に
 
兄
の
 
作
品
が
 
僕
 を
 眞
 面
目
に
 
し
た
 
事
 を
 感
謝
し
 
ま
す
。
 

(1 
九
 
一 

1 年
 四
月
、
 
一 白
樺
 

j 所
載
)
 



又
廻
覽
 

手
紙
 

を
 

出
す
 

と
 

云
 

ふ
 

事
に
 

定
ま
っ
た
 

の
が
 

此
の
 

正
月
で
、
 

小
生
が
 

札
幌
に
 

居
る
 

餓
鬼
共
の
 

事
 

を
 

十
 

把
〗
 

か
ら
げ
 

に
 

ま：
： 

く 
は
 

自
を
 

仰
せ
付
か
っ
た
 

。
但
し
 

小
生
と
 

は
 

誰
の
 

事
 

だ
か
 

此
處
に
 

披
露
す
 

る
 

必
要
 

は
絶
對
 

的
に
 

な
い
 

o 
娥
鬼
 

共
が
 

赤
い
 

燕
尾
服
 

を
^
た
り
 

ホ
 

ワ
イ
ト
 

• 
シ
ャ
ツ
 

を
 

後
ろ
前
に
 

か
ぶ
っ
た
り
、
 

高
 

襟
で
 

火
傷
 

見
た
い
 

な
 

擦
傷
 

を
 

こ
し
ら
 

へ
た
り
、
 

お
り
 

も
せ
ぬ
 

鬚
 

を
 

延
ば
し
て
 

見
た
 

り
、
 

牧
草
の
 

様
な
 

頭
の
 

毛
に
 

臭
い
 

油
 

を
 

施
肥
し
た
 

り
し
て
、
 

お
た
ま
じ
ゃ
く
し
 

然
と
 

校
門
 

を
 

泳
ぎ
 

出
し
て
か
ら
 

十
^
に
な
る
、
 

ド
な
 

ひとむかし 

1 
昔
に
な
る
。
 

十
 

年
と
 

云
へ
ば
 

日
 

淸
戰
爭
 

が
濟
ん
 

で
か
ら
 

日
露
 

戰
爭
が
 

始
ま
る
 

迄
の
 

長
さ
 

だ
。
 

「
十
年
一
日
の
 

如
し
-
と
：
 

1
:
^
 

か
で
 

頌
 

德
表
か
 

何
か
讀
 

ま
れ
る
 

連
中
が
 

出
て
 

來
る
 

長
さ
 

だ
。
 

ダ
 

I 
ゥ
ネ
ン
 

が
 

進
化
論
の
 

種
取
り
 

を
 

始
め
て
か
ら
 

纏
ま
っ
た
 

意
見
が
 

頭
の
 

巾
で
 

出
來
 

上
っ
た
 

長
さ
 

だ
。
 

當
年
 

ち
ゃ
き
/
 

\
 

の
 

新
進
 

農
學
士
 

が
 

襟
 

垢
の
 

光
る
 

銘
仙
 

か
 

何
 

か
で
、
 

小
便
^
 

い
 

御
曹
子
 

を
 

膝
の
 

上
に
 

抱
き
な
 

が
ら
、
 

右
手
で
 

頭
の
 

素
；
 

大
邊
の
 

禿
げ
 

か
-
 

r 
つ
た
の
 

を
 

ぼ
ん
や
り
 

撫
で
.
，
 

見
る
 

程
の
 

長
さ
 

だ
 

…
…
 

そ
れ
 

だ
か
ら
 

人
^
は
^
^
に
 

し
な
く
 

つ
ち
 
や
い
 
け
ま
せ
ん
。
 

で
、
 

話
 

：
替
 

つ
て
 

此
の
 

大
舉
に
 

五
 

人
 

居
る
 

事
 

は
 

知
ら
な
い
 

人
 

は
 

知
ら
な
い
 

だ
ら
 

う
。
 

誰
か
ら
 

拾
 

玉
に
 

擧
げ
 

る
か
な
 

…
…
 

兎
に
^
 

此
の
 

五
 

人
の
 

事
 

を
 

「
ぬ
る
ま
^
 

黨
」
 

と
 

云
 

ふ
 

因
緣
を
 

知
っ
て
 

居
る
 

人
が
 

あ
る
か
い
。
 

知
ら
す
 

ば
 

云
っ
て
 

聞
か
さ
う
 

が
、
 

ぬ
る
ま
 

渴
 

と.
. 

ム
ふ
も
 

の
 

は
 

上
る
 

と
銮
 

い
も
の
た
。
 

五
 

人
の
 

餓
鬼
 

も
 

御
 

扶
持
が
 

上
れ
ば
 

上
る
 

程
 

寒
い
 

さ
う
 

だ
 

I
I
 

そ
ん
な
 

揚
 

に
な
ら
 

這
 

入
ら
な
い
 

方
が
 

い
 

、 

な
ど
、
 

ま
ぜ
 

返
し
て
 

は
い
け
 

な
い
 

さ
う
 

だ
。
 

ま
ぜ
つ
 

返
す
 

と
 

尙
ほ
寒
 

く
な
る
 

か
ら
な
 

I
.
 

共
處
で
 

文
：
 

f
 

(
新
 

渡
 

n
 

氏
に
 

よ
れ
ば
が
.
.
：
^
 

小
生
 

は
 

新
 

S
 

戶
 

氏
の
 

說
を
 

取
ら
ぬ
！
)
 

は
 

茶
釜
 

を
 

や
め
て
 

鼻
の
 

下
 

だ
け
に
 

プ
ロ
 

フ
ヱ
 

ッ
ソ
ォ
 

ー 
ル
 

，バ
 

I 
ル
ド
 

と
つ
 

ム
 

ふ
.
^
 

を
 

ぜ
 

や
 

し
 

〈 

居
る
。
 

舊
は
 

特
別
の
 

器
械
 

か
 

何
 

か
で
 

特
別
に
 

ひ
ね
り
 

上
げ
て
 

居
た
 

か
ら
、
 

盜
難
 

除
け
 

の
"
 

利
 
 

1
!
 

が
あ
っ
た
 

が
 

此
の
頃
 

は
さ
う
 

で
も
な
い
，
 

同
饯
生
 
 

一 
五
一
 



有
 
鳥
武
郞
 
全
^
 
第
お
^
 
 

一  五 
二
 

但
し
 
バ
 
ー 
ル
ド
の
 
プ
ロ
 

フ 
丄
ソ
ォ
 

ー 
ル
と
 
云
ふ
譯
 
で
は
な
く
、
 
本
職
 
は
園
藝
 
だ
。
 
講
義
が
 
馬
鹿
に
 
ま
づ
 
い
。
 
こ
れ
 
は
 特
別
に
 
御
 通
知
 
を
 

し
て
 
置
く
。
 
共
の
 
ま
 
づ
ぃ
譯
 
は
 凡
そ
 
人
間
に
 
は
 舌
の
 
下
に
、
 
舌
 を
 下
顎
に
 
つ
り
 
付
け
て
 
置
く
 
膜
狀
の
 
も
の
が
 
あ
る
 
事
 を
 諸
君
 
は
 小
 寺
 

ベ
 
ン
タ
 
に
よ
っ
て
 
知
悉
さ
れ
 
た
で
 
あ
ら
う
。
 
あ
れ
 
は
 何
ん
 
と
 
云
 ひ
ま
す
 
か
，
 
小
生
 
は
 忘
れ
ち
 
や
っ
た
 
が
、
 
其
奴
が
 
文
 幅
 
に
あ
っ
て
 
は
 

舌
の
 
尖
端
ま
で
に
 
及
ん
で
 
居
る
 
か
ら
 
勢
 
ひ
よ
 
い
く
に
 
聞
く
 
如
き
 
發
音
 
を
す
 
る
の
で
 
あ
る
。
 
文
 幅
 は
 そ
れ
 
を
 非
常
に
 
淺
念
な
 
も
の
に
 

思
 
つ
 て
、
 
子
供
が
 
生
れ
る
 
度
 毎
 舌
の
 
裏
 を
め
 
く
 
つ
 て
 見
る
 
さ
う
 
だ
。
 親
と
 
云
 
ふ
 も
の
 

\ 
難
 有
さ
 
は
ど
う
 
だ
 
い
。
 
我
々
 
餓
鬼
共
の
 
中
か
ら
 

も
 
斯
う
 
云
 
ふ
 親
が
 
出
た
 
と
 
思
 
ふ
と
 
過
去
が
 
賴
 も
し
い
 
譯
だ
。
 
此
の
 
親
に
 
一 一

人
の
 
御
曹
子
と
 

一 人
の
 
息
女
が
 
あ
る
。
 
爭
 は
れ
ぬ
 
も
の
で
、
 

ど
れ
 
も
こ
れ
 
も
 
頭
が
 
で
っ
か
い
。
 

札
 幌
に
來
 
て
ひ
ど
い
 
巾
着
 
頭
が
 
見
付
か
っ
た
ら
、
 

文
 幅
の
 
御
 落
胤
と
 
き
め
て
 
間
違
が
な
い
 

e 
文
 幅
 

は
 
大
學
に
 
大
き
な
 
栗
樹
 
園
と
 
立
派
な
 
グ
ラ
ス
 
人
 
ウ
ス
と
 
を
 持
っ
て
 
居
て
、
 
飛
ん
で
も
 
な
.
 S 時

に
 
ト 

マ
ト
 
を
 出
し
た
り
、
 

チ
サ
 
を
 出
し
 

た
り
す
 
る
。
 
又
メ
 
ン
デ
 
リ
ズ
 

ム 
ス 
の
ォ
 

ー 
ソ
リ
チ
 

ー 
で
あ
る
。
 
纏
て
 
博
士
論
文
が
 
出
る
 
か
ら
 
鶴
首
し
て
 
居
た
 
ま
へ
。
 
但
し
 
博
士
 
號
は
 

漱
石
 
見
た
 
様
に
 
も
ら
っ
て
 
か
ら
 
慌
て
 
 >
 返
上
 
す
る
 
樣
な
ブ
 

マ は
し
な
い
 
さ
う
 
だ
 。
文
 
 ー1 は

 又
 北
海
道
の
 
園
 藝
會
長
 
だ
し
、
 
旭
川
 
公
園
の
 

設
計
者
 
だ
。
 
ワ
イ
 
マ
 ー 

ル
 
に
 イ
ル
ム
 
河
 を
 挾
ん
で
 
ゲ
 
ー 
テ
 
が
 造
っ
た
 
あ
の
 
有
名
な
 
公
園
も
^
:
 
旭
川
 
公
園
の
 
前
に
 
顏
 色
が
な
い
 

の
 は
 
云
 

は
で
 
も
の
 
事
で
 
あ
る
 
 
と
當
人
 
は
や
に
 
下
っ
て
 
居
る
 
と
 
云
 
ふ
 事
 を
 聞
い
た
 
事
が
 
あ
る
 
。
そ
れ
 
は
さ
う
 
で
あ
ら
う
 
と
 思
 
ふ
 。
そ
れ
 
は
^
 

て
 置
き
 
此
に
又
 
半
澤
の
 
坊
ち
ゃ
ん
 
は
 大
分
 
齢
 を
 
取
っ
た
。
 
木
 村
 狐
の
 
ち
ゃ
ん
く
 
が
 去
ん
 
ぬ
る
 
叫
 十
一
 
一
年
に
 
洋
行
 
歸
 り
で
 
札
 幌
に
來
 

た
 時
、
 
坊
ち
ゃ
ん
 
鞠
躬
 
如
と
 
し
て
 
狐
の
 
ち
ゃ
ん
く
 

の
 前
に
 
進
ん
で
、
 
久
濶
 
を
 序
し
た
 
所
が
、
 
さ
す
が
 
は
 狐
の
 
ち
ゃ
ん
/
 
\
 
だ
、
 
い
や
 

に
 澄
し
 
返
っ
て
 
「
君
 は
 誰
 方
で
し
た
 
か
ナ
」
 
と
や
つ
 
た
ん
だ
と
 
よ
。
 
然
し
 
こ
れ
 
は
强
ち
 
狐
の
 
ち
ゃ
ん
く
 

の
 罪
ば
 
か
り
で
 
は
な
い
。
 
坊
 

ち
ゃ
ん
に
 
は
旣
に
 
三
人
の
 

ス ボ
ア
が
 
あ
る
。
 
或
る
 
皮
肉
 
家
が
 
坊
ち
ゃ
ん
の
 
細
君
の
お
 
腹
が
 
小
さ
く
な
 
つ
た
ら
、
 
構
 は
な
い
 
か
ら
 
「
お
 

い
 君
 今
度
の
 
は
 何
時
 
だ
い
」
 
と
や
っ
て
 
見
ろ
、
 
さ
う
 
す
る
と
 
坊
ち
ゃ
ん
 
は
に
 
や
り
-
 
{\ 
や
り
な
が
ら
 

「
此
の
 
十
月
 
だ
よ
」
 
と
か
、
 
「
此
 

の
 十
三
 
月
 
だ
よ
」
 
と
か
 
答
へ
 
る
か
ら
 
面.： n

 い
と
 
云
っ
て
 
聞
か
せ
て
 
吳
れ
た
 
事
が
 
あ
る
。
 
ま
あ
 
そ
ん
な
 
次
第
 
だ
。
 是
非
 
も
な
い
 
次
第
 
だ
。
 



で
、
 

坊
ち
ゃ
ん
 

は
 

扣
變
ら
 

す
お
 

と
な
し
 

く
っ
て
 

何
 

か
こ
ち
よ
-
 

(
-
 

や
っ
て
 

居
る
。
 

、し
ク 

" 
オ
ヤ
 

ー 
ガ
 

一一
 

ズ
 

ム
を
 

い
ぢ
く
 

つ
て
 

W
 

る
と
 

あ
、
 

な
る
 

者
と
 

兑
 

え
る
。
 

小
 

兒
枓
の
 

御
醫
者
 

様
が
、
 

い
 

や
に
に
 

た
/
.
 

\
 

す
 

る
の
と
 

问
じ
^
 

則
に
 

從
ふ
 

も
の
 

だ
ら
 

う
。
 

一
寸
 

例
へ
 

て
 

は
 

れ
ば
：
 

級
會
 

が
あ
っ
た
 

晚
で
も
 

唯
 

は
歸
ら
 

ぬ
。
 

サ
 

イ
ダ
 

ー 
の
 

栓
の
裏
 

を
 

引
つ
 

ば
が
 

し
て
、
 

コ
ル
ク
が
 

^
く
な
 

つ
て
 

店
る
 

の
を
兑
 

る
と
 

や
た
ら
に
 

幾
 

個
で
 

も
 

ポ
ッ
ケ
 

ッ
ト
 

の
屮
に
 

押
し
込
ん
で
 

行
く
。
 

而
 

し
て
 

其
の
 

翌
々
：
 

：：
 

位
 

先
 

A
 

の
敎
 

室
の
 

黑
 

板
に
 

は
、
 

シ
ク
 

ロ
コ
"
 

ク
ス
、
 

サ
 

イ
ダ
 

リ
イ
と
 

か
 

何
ん
 

と
か
 

*
J
 

い
て
あ
っ
て
、
 

生
徒
が
 

乎
，
 

ぐ
す
 

ね
 

引
い
て
 

そ
れ
 

を
ノ
 

ー 
ト 

ダ
ウ
ン
す
 

る
と
 

云
 

ふ
^
だ
 

(
^
だ
よ
 

つ
 

W
 

し
ろ
 

坊
ち
ゃ
ん
の
 

敎
室
 

は
か
び
 

臭
い
 

も
ん
だ
。
 

其
の
 

中
に
 

端
然
と
 

構
へ
 

て
ァ
 
 

一！ 
リ
ン
 

色
尜
か
 

何
 

か
 

を
 

い
ぢ
く
 

り
 

廻
し
て
 

W
 

る
 

所
 

は
、
 

夭
 

晴
れ
 

植
物
 

攀
者
の
 

謀
叛
 

人
 

だ
。
 

從
っ
^
 

化
學
の
 

殉
敎
者
 

だ
。
 

そ
ら
^
 

給
へ
、
 

物
に
 

は
 

何
時
で
も
 

二
 

面
が
 

あ
る
。
 

ス
ヰ
フ
 

ト
の
ァ
 

力
 

, テ
 

ミ
！
 

ォ
ヴ
.
 

ラ
ガ
ド
 

ー 
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

を
 

や
ら
さ
れ
た
 

つ
け
な
 

あ
。
 

坊
ち
ゃ
ん
の
 

や
っ
て
^
る
^
 

は
、
 

あ
す
こ
 

い
ら
か
ら
 

來
 

た
も
の
で
 

は
な
い
 

か
と
 

も
 

思
 

は
れ
る
。
 

い
ま
に
 

胡
瓜
か
ら
 

HI
 

光
が
 

取
れ
な
い
 

と
も
 

限
ら
な
い
 

よ
。
 

諸
君
 

は
 

坊
ち
ゃ
ん
の
 

雜
草
 

g;
- 

と-
. 

ム
ふ
 

も
そ
^
 

ん
だ
桌
 

が
 

あ
る
か
、
 

讀
 

ま
な
か
っ
た
ら
 

讀
み
 

給
へ
、
 

買
は
な
か
っ
た
 

ら
買
ひ
 

給
へ
。
 

あ
れ
 

は
 

坊
ち
ゃ
ん
が
 

桢
物
 

に
 

永
遠
の
；
 

^
^
を
 

す
る
 

記
念
の
 

出
版
で
、
 

マ
ダ
ム
-
口
 

ー 
ラ
ン
が
 

首
を
切
ら
れ
る
 

前
に
 

慨
然
と
 

し
て
、
 

「
あ
、
.
 

よ
、
 

汝
 

C
 

名
に
 

よ
り
て
 

如
何
な
る
^
 

事
 

か
な
さ
れ
 

ざ
り
 

し
ぞ
」
 

と
 

獅
子
吼
し
 

た
の
と
 

同
じ
 

調
子
の
 

本
 

だ
さ
う
 

だ
。
 

悲
壯
な
 

本
で
 

は
な
.
 

S
 

か
。
 

森
木
バ
 

ン
ド
.
 

マ
ス
タ
 

ー 
は
 

相
 

變
ら
す
 

頭
と
 

目
玉
と
 

が
 

大
き
い
 

が
、
 

近
頃
お
 

腹
ま
で
 

せ
り
 

出
し
て
 

來
た
。
 

純.
.^
 

經
^
 

ゆ
 

助
敎
校
 

小
以
 

て
敎
務
 

主
任
 

を
 

兼
ね
，
 

と
 

何
ん
だ
.
 

か
.
^
 

罾
に
 

聞
え
 

る
が
、
 

實
際
 

大
^
な
ん
 

だ
か
ら
 

仕
方
が
な
い
。
 

此
の
^
.
^
 

隣
の
 

大
工
 

小
 

お
か
 

ら
 

火
が
 

出
て
 

燒
け
 

出
さ
れ
た
。
 

藤
田
瑗
 

氏
の
 

リ
ヅ
 

ム
說
 

に
よ
る
と
、
 

森
 

本
の
 

リ
^
ム
 

は
た
 

口
 

本
 

帝
^
 

竝
に
^
 

北
 

帝
^
 

大
 

m
^
^
&
w
 

の
 

リ
ヅ
ム
 

と
 

規
を
ー
 

に
し
て
 

居
る
 

さ
ラ
 

だ
。
 

で
 

東
北
で
 

大
水
 

害
が
 

あ
っ
た
 

年
，
 

大
^
で
 

大
工
 

小
屋
が
 

燒
 

け
た
 

年
に
、
 

夫
予
 

の々
，：
： 

小：
： 

も
 

燒
 

け
た
 

次
第
で
 

あ
る
 

さ
う
 

だ
。
 

こ
れ
 

を
 

反
對
 

に
し
て
-
 

考
へ
 

る
と
、
 

森
 

本
が
 

免
職
に
な
る
 

年
は
大
 

R:
 

木
 

帝
 

M
 

が
 

滅
亡
す
 

る
 

年
で
、
 

：！
 

時
 

に
柬
 

北
帝
阈
 

大
舉
 

農
科
 

大
擧
 

が
廢
.
 

^
さ
れ
る
 

年
に
な
る
。
 

父
國
を
 

愛
し
 

母
校
に
 

忠
な
る
 

ハ
 

餓
鬼
 

諧
^
、
 

猪
^
 

は
 

共
の
、
 

f
f
^
 

に，
：：
 

ふ
 

ほ
な
 

同
^
生
 
 

1 
五！

： 
一 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 
笫
五
卷
 
 

一 
五
 

四
 

ら
ん
が
 

爲
 

め
に
 

は
 

何
 

處
迄
も
 

彼
 

を
 

免
職
せ
 

し
む
べ
き
 

で
な
い
 

の
で
あ
り
ま
す
。
 

先
生
に
 

は
 

文
 

子
 

孃
と
云
 

ふ
 

お
嬢
さ
ん
が
 

居
る
、
 

當
年
 

取
っ
て
 

花
の
 

二
 

歳
、
 

中
々
 

怜
 

悧
な
兒
 

で
、
 

幼
に
 

し
て
 

新
聞
 

を
 

弄
ぶ
 

事
が
 

好
き
だ
。
 

そ
こ
で
 

細
君
 

一 
日
お
 

孃
 

さ
ん
に
 

新
聞
 

を
 

あ
て
が
っ
て
 

置
い
て
、
 

臺
 

所
の
 

仕
事
に
 

從
 

事
し
た
 

の
 

だ
さ
う
 

だ
。
 

所
が
お
 

孃
 

さ
ん
 

「
當
世
 

學
生
氣
 

質
」
 

を
な
ら
 

つ
て
、
 

ノ 
ー 

ト
を
 

鵜
呑
み
に
 

す
る
 

積
り
 

で
あ
っ
た
 

か
 

如
何
 

だ
か
 

知
ら
な
い
が
、
 

翌
日
に
 

な
っ
て
 

見
る
 

と
 

黄
金
 

變
 

じ
て
 

經
 

世
の
 

文
字
と
 

な
る
と
 

云
 

ふ
 

稀
 

有
な
 

現
象
が
 

—
—
 

ことわ 

話
が
 

下
っ
て
 

失
禮
 

だ
が
 

と
か
 

何
ん
 

と
か
 

斷
 

る
べ
き
 

所
 

だ
 

—
—
 

雪
隱
で
 

持
ち
 

上
っ
た
 

の
 

だ
さ
う
 

だ
。
 

こ
れ
が
 

昔
で
 

あ
っ
た
ら
 

「
南
無
 

大
 

日
 

如
來
」
 

と
 

云
 

ふ
 

文
字
 

を
に
 

ぎ
っ
た
 

ま
-
生
れ
 

た
と
 

あ
る
 

弘
法
と
 

一
所
に
 

さ
れ
る
 

所
で
 

あ
る
の
 

だ
が
、
 

惜
哉
文
 

子
孃
時
 

非
に
 

し
て
 

今
 

だ
に
 

森
本
バ
 

ン
ド
 

• 
マ
ス
タ
 

ー 
の
 

一
 

令
孃
 

と
し
て
 

目
 

を
 

ぱ
ち
く
り
 

さ
せ
て
 

居
る
。
 

もと 
次
に
 

ひ
か
へ
 

ま
し
た
る
 

は
、
 

東
海
の
 

林
 

カ
ス
べ
 

の
 

君
で
 

あ
る
。
 

御
 

心
配
な
 

さ
る
な
 

鼻
の
 

形
 

は
 

故
の
 

ま
&
 

で
あ
り
ま
す
。
 

所
が
 

姿
 

は
 

花
む
 

こ
に
 

な
つ
て
か
ら
 

一
 

段
と
 

上
っ
て
、
 

後
ろ
姿
で
 

も
 

見
せ
た
ら
 

何
處
の
 

貴
公
子
 

か
と
 

思
 

ふ
 

程
 

だ
よ
。
 

尤
も
 

本
人
 

は
 

始
め
か
ら
 

貴
公
子
 

の
 

積
り
 

で
 

居
る
 

の
か
 

も
 

知
れ
な
い
 

が
 

—
—
 

で
 

カ
ス
べ
 

早
速
 

一
 

子
 

を
 

設
け
た
。
 

鼻
の
 

點
は
 

小
生
 

未
だ
 

點
檢
に
 

及
ば
な
い
 

か
ら
 

何
と
も
 

保
 

證
 

が
出
來
 

ぬ
が
、
 

矢
張
り
 

窬
麥
 

は
う
 

は
^
み
の
 

様
に
 

喰
 

ふ
 

事
で
 

あ
ら
う
 

と
 

思
 

ふ
。
 

媒
介
 

人
な
る
 

舉
長
 

閣
下
が
 

お
な
じ
み
の
 

禿
 

頭
 

を
 

撫
で
 

廻
し
て
 

三
つ
 

名
 

を
 

選
ん
で
 

や
っ
た
。
 

カ
ス
べ
 

こ
れ
 

を
携
 

へ
て
 

紀
元
節
の
 

祝
賀
 

式
に
 

敎
官
の
 

寄
り
合
っ
た
 

中
に
 

持
ち
出
し
て
 

各
々
 

の
 

意
 

はじめ 

見
 

を
 

求
め
た
、
 

其
の
 

三
つ
の
 

名
と
 

云
 

ふ
の
 

が
 

元
、
 

德
藏
、
 

勤
と
 

斯
う
 

だ
。
 

毒
舌
 

家
の
 

高
 

岡
 

先
生
 

は
、
 

普
通
 

作
物
の
 

先
生
に
 

は
 

德
藏
が
 

相
 

まぎら 

當
だ
、
 

杏
兵
 

衞
 

な
ら
 

尙
 

ほ
い
 

&
と
云
 

ふ
。
 

結
局
 

德
藏
に
 

は
 

木
 

村
 

狐
の
 

ち
ゃ
ん
/
 

\
 

が
 

居
る
 

か
ら
 

紛
 

は
し
い
 

と
 

云
 

ふ
の
で
、
 

勤
が
 

選
に
 

這
 

入
っ
た
。
 

元
は
 

カ
ス
べ
 

と
 

音
 

相
 

通
す
 

と
 

云
 

ふ
譯
で
 

否
定
さ
れ
 

た
の
で
 

は
な
い
。
 

こ
れ
 

は
 

勤
 

君
の
 

名
 

譽
の
爲
 

め
に
 

辯
 

じ
て
 

置
く
。
 

力
 

ス 
ベ
が
 

早
 

川
 

顽
鐵
と
 

兄
弟
分
に
 

な
っ
た
 

の
 

は
 

些
か
 

振
っ
て
 

居
る
。
 

大
い
に
 

超
然
と
 

や
る
 

事
 

だ
ら
 

う
。
 

坊
ち
ゃ
ん
 

も
 

カ
ス
べ
 

も
も
う
 

洋
 

, さ i 

行
し
て
 

い
、
 

時
分
 

だ
が
、
 

世
の
中
が
 

馬
鹿
に
 

複
雜
 

に
な
 

• つ
て
 

I
 

分
る
 

だ
ら
 

う
 

I
I
 

未
だ
 

何
等
の
 

消
息
が
な
い
。
 

小
生
 

聊
か
 

齒
の
根
 

が
ぎ
 

り
^
 

\ 
云
 

つ
て
る
 

次
第
 

だ
が
 
 

下
ら
な
い
 

熱
 

は
や
め
よ
う
、
 

追
々
 

暑
氣
 

に
な
る
 

か
ら
な
。
 



一
番
 後
か
ら
 
大
攀
に
 
這
 入
っ
て
 
來
 た
の
が
 
有
 島
の
 
ミ
ュ
ル
 
だ
、
 
大
舉
 
の
豫
 
科
に
 
英
語
の
 
敎
師
を
 
や
っ
て
く
す
 
ぶ
っ
て
 
居
る
。
 
例
の
 

如
く
 
耍
領
を
 
得
な
い
 
男
 だ
が
、
 
當
人
は
 
其
の
 
耍
領
を
 
得
な
い
 
の
が
、
 
何
 か
 
一
 か
ど
の
 
功
名
で
^
-
も
 
あ
る
 
様
に
 
忍
っ
て
 
店
る
 
か
ら
，
：
 や
 III： 

難
い
。
 
此
の
 
大
舉
で
 
先
年
 
満
洲
か
ら
 
来
た
 
驢
馬
 
を
 
ボ
ー
 一 ー 

に
か
け
 
て
 日
本
で
 
始
め
て
 
ミ
ュ
ル
 
が
出
來
 
た
。
 
共
 奴
が
 
韓
人
 
^
 
が
 は
.
 

時
に
 
大
 面
で
 
拜
謁
 
仰
せ
付
か
っ
た
。
 
本
家
本
元
の
 
ミ
ュ
 
ル
は
舉
 
長
 付
 主
事
と
 
か
 云
 
ふ
の
で
、
 
驥
尾
に
 
附
 し
て
て
 
く
く
 
や
つ
 

一し， し
.
，
 

其
處
を
 
不
^
識
と
 
も
 
何
ん
 
と
も
 
思
 は
な
い
 
ら
し
い
 
の
が
 
一
寸
え
 
ら
い
、
 
神
經
 
で
も
 
過
 鈍
な
 
の
 だ
ら
 
う
。
 
近
來
は
 
「
白
樺
」
 

と
 
云
 
ふ
.
^
 

藝
雜
 
誌
に
、
 
小
說
 
な
ん
 
ぞ
を
 
書
き
 
は
じ
め
た
。
 

札
 幌
農
舉
 
校
か
ら
 
色
々
 
な
 種
類
の
 
人
 問
が
 
出
た
 
が
、
 
未
だ
 
小
說
^
 
は
 出
な
い
 

と-. ム
ふ
 

の
に
 
昆
 込
み
 
を
 付
け
た
 
も
の
ら
 
し
い
。
 
こ
い
つ
 
は
 少
し
 
要
領
 
を
 得
 過
ぎ
て
 
居
る
 
や
う
 
だ
。
 
ミ
ュ
ル
 
に
も
 
兒
が
 
出
來
 
た
。
 
共
の
 
名
 を
敎
 

へ
よ
う
 
か
、
 
驚
く
な
 
よ
 —
—
 
行
 光
 —
—
 
源
平
 
時
代
が
 
シ
ル
ク
 

ハ
 ッ
ト
を
 
被
っ
て
 
足
駄
 
を
 
は
い
た
 
夢
か
ら
 
思
 
ひ
つ
い
て
 
忖
 
け
た
れ
 
だ
…
 

う
だ
。
 

今
度
 
は
 銳
眼
を
 
道
廳
に
 
向
け
る
 
と
、
 
其
 處
に
は
 
名
物
 
男
ネ
ン
 
カ
ン
 
和
 尙
と
勘
 
平
と
 
が
お
 
る
、
 
ネ
ン
 
カ
ン
 
は
 北
海
道
に
 
缺
く
 
ベ
か
ら
 

ざ
る
 
巡
囘
 
講
師
 
だ
。
 「
二
階
か
ら
 
目
藥
」
 
主
義
 
だ
と
 
か
、
 「
橋
の
 
下
の
 
力
持
ち
」
 
主
義
 
だ
と
 
か
 云
 
ふ
 S
 粱
敎
投
 
法
を
發
 
明
し
て
 
盛
に
 
吹
き
 
立
 

て
&
 
居
る
。
 
吹
き
 
立
て
-
居
 
る
が
 
惡
 け
れ
ば
 
鈹
 吹
し
て
 
居
る
。
 
長
男
に
 
稻
 雄
と
 
云
 
ふ
の
 
が
 あ
る
。
 
共
の
 
名
の
^
 
は
^
^
の
^
 
だ
が
 
尬
 

の
 方
の
 
故
事
 
來
歷
 
は
、
 
小
生
 
も
 穿
鑿
が
 
し
て
な
か
っ
た
。
 
非
戰
 
主
義
な
る
 
ネ
ン
 
カ
ン
 
は
、
 
玩
其
 
に
で
 
も
鐡
 
砲
と
 
か
劍
 
と
か
 
は
 
あ
て
が
 

は
な
い
。
 
世
界
 
同
胞
、
 王
義
 
な
る
 
ネ
 
ン
 カ
ン
 
は
 萬
 歳
と
 
云
 ふ
 
ベ
 き
 所
に
 
宇
宙
と
 
云
 は
せ
 
て
 居
る
。
 
所
が
 
稻
公
 
恐
ろ
し
い
 
^
£
、
.
—
 に
お
 
^
 に.」 

國
者
 
だ
。
 
客
の
 
卷
 煙
草
な
ん
 
ど
 
を
 火
に
 
く
べ
 
る
 位
 は
 朝
飯
前
で
、
 
乃
父
 
を
 
世
界
 
第
一
 
の
 も
の
と
 
思
っ
て
 
居
 る
ん
だ
 
か
ら
な
。
 
然
る
に
^
 

年
 稻
雄
は
 
二
人
の
 
妹
 を
 同
時
に
 
設
け
た
。
 
卽
 
ち
ネ
ン
 
カ
ン
 
和
尙
雙
 
生
兒
を
 
生
ん
だ
 
事
に
な
る
。
 
我
等
 
餓
鬼
共
 
は
 其
の
 
屮
の
】
 
人
 
だ
け
 

は
 是
非
 
官
費
で
 
育
て
よ
う
と
 
云
 
ひ
 合
っ
て
 
居
た
ら
 

一 一
人
 共
 前
後
し
て
 
死
ん
で
 
仕
舞
っ
た
。
 
其
の
 
葬
式
に
 
つ
い
て
 
行
き
な
が
ら
 

ミ 
ュ 
ル
 

が
 生
後
 
十
日
 
や
 二
十
日
で
 
餓
鬼
が
 
く
た
ば
っ
て
も
、
 
そ
ん
な
 
悲
し
い
 
も
の
 
ぢ
 
や
な
い
 
と
 
思
 ふ
な
と
、
 
こ
ん
な
 
鬼
 
の
^
な
 
$
 を.. ム

ふ
 
t
 

同
級
生
 
 

一 れ
ん
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 
笫
五
卷
 
 

1 
£
ハ
 

カ
ス
べ
 

と
 

バ
ン
ド
 

* 
マ
ス
ク
 

！•
 

が
 

躍
起
と
 

な
っ
て
、
 

そ
ん
な
 

馬
鹿
 

を
 

云
 

ふ
も
ん
 

ぢ
 

や
な
い
。
 

、
不
ン
 

カ
ン
 

和
尙
 

愁
然
と
 

し
て
、
 

千
と
 

百
 

の
 

差
 

は
 

一
 

と
 

〇
 

と
の
 

差
よ
り
 

小
 

だ
、
 

一
 

で
も
 

何
ん
で
も
 

此
の
世
に
 

出
た
 

も
の
が
 

〇
 

と
な
る
 

悲
し
み
 

は
た
 

ま
ら
な
い
、
 

と
 

云
っ
て
 

居
る
 

と
敎
 

へ
て
 

聞
か
せ
て
 

居
た
。
 

ミ
ュ
ル
 

の
 

奴
 

自
分
で
 

餓
鬼
 

を
 

持
ち
な
が
ら
、
 

不
相
變
 

不
得
要
領
 

を
 

云
っ
て
 

居
る
。
 

此
の
 

事
 

だ
け
 

は
 

小
生
 

も
 

あ
 

ま
り
 

毒
舌
 

を
 

弄
す
る
 

氣
 

が
し
な
い
。
 

人
の
 

死
ぬ
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

實
際
變
 

な
 

も
ん
だ
 

な
。
 

勘
 

平
さ
ん
 

は
大
 

し
ょ
げ
に
 

し
ょ
げ
て
 

居
る
 

と
 

云
 

ふ
の
 

は
 

外
で
 

も
な
い
 

が
、
 

此
の
 

謙
 

信
、
 

ガ
ン
べ
 

と
 

云
 

ふ
 

信
玄
を
 

失
っ
た
 

の
 

だ
。
 

さ
す
が
の
 

ガ
ン
べ
 

も
 

勘
 

平
の
 

前
に
 

出
る
 

と
ち
よ
 

い
-
 

(\
 

I  ■
 
 
,
 
 

かなしい 
かな 

勘
 

平
 

を
 

横
目
に
 

睨
ん
で
、
 

お
 

づ
（
.
 

杯
を
擧
 

げ
た
 

も
の
 

だ
が
、
 

此
の
 

人
 

今
や
 

亡
し
。
 

噫
悲
 

夫
で
 

あ
る
。
 

ガ
ン
べ
 

が
 

旭
川
 

ア
ル
 

コ 
ー 

ル
會
 

社
に
 

這
 

入
っ
た
 

時
、
 

勘
 

平
 

は
お
 

輕
が
緣
 

側
で
 

讀
 

み
さ
う
な
 

長
い
 

手
羝
を
 

送
っ
て
 

友
情
 

的
 

警
告
 

を
し
た
 

と
 

云
 

ふ
 

話
 

は
、
 

ブ
ル
 

ー 
タ
ス
が
 

私
情
 

を
 

忍
ん
で
 

シ
 

ー 
ザ
 

ー 
を
 

刺
し
た
 

大
 

悲
劇
と
 

共
に
、
 

古
今
 

歴
史
の
 

雙
美
 

で
あ
る
。
 

勘
平
嗣
 

な
し
 

羊
 

を
 

養
 

ふ
。
 

(
勘
 

平
嗣
 

な
し
 

は
可
哀
 

相
だ
っ
た
、
 

勘
 

平
 

未
だ
 

嗣
 

な
し
と
 

訂
正
し
て
 

置
か
う
。
)
 

次
に
 

在
野
 

黨
 

中
の
 

餓
鬼
共
 

を
 

追
 

ひ
め
く
 

つ
て
 

御
覽
に
 

入
れ
よ
う
。
 

餓
鬼
共
と
 

云
 

ふ
が
 

二
人
し
 

か
 

居
な
い
。
 

井
口
 

天
神
 

は
 

肥
る
 

に
從
 

つ
て
 

益
々
 

天
神
 

然
と
な
る
。
 

拓
植
の
 

重
役
 

窒
の
內
 

で
は
 

ど
れ
 

程
 

頭
 

を
 

上
げ
た
り
下
げ
た
り
し
 

た
か
 

知
れ
ぬ
 

が
、
 

闥
を
排
 

し
て
 

悠
然
と
 

£ 
た 

事
務
 

窒
に
 

出
て
 

來
る
所
 

は
千
兩
 

だ
。
 

胶
 

す
れ
で
 

も
し
た
 

様
な
 

歩
き
 

振
り
で
の
 

そ
り
く
 

と
 

丁
稚
 

や
 

長
 

松
の
 

間
 

を
お
 

ね
り
に
な
る
 

所
 

は
 

君
 

等
に
 

見
せ
た
い
 

よ
。
 

狸
 

小
路
の
 

西
の
方
に
 

ち
ん
と
 

し
た
 

邸
宅
 

を
 

構
へ
 

て
、
 

人
が
 

行
く
 

と
や
う
 

か
ん
の
 

三
 

圓
分
も
 

菓
子
 

皿
に
 

載
せ
て
 

出
す
 

よ
。
 

う
そ
 

ぢ
 

や
な
い
 

ょ
本
當
 

だ
よ
。
 

令
息
 

令
 

孃
の
數
 

は
 

一
寸
 

記
憶
が
 

出
来
な
い
 

位
澤
山
 

居
る
。
 

其
の
 

舉
 

校
の
 

成
績
が
 

優
秀
 

だ
と
 

云
 

ふ
に
 

至
っ
て
 

は
 

賢
夫
人
の
 

面
影
が
 

忍
ば
れ
る
 

だ
ら
 

う
。
 

賢
夫
人
 

は
 

眼
鏡
 

を
 

か
け
て
 

い
ら
っ
し
ゃ
 

る
ん
だ
。
 

そ
れ
に
 

繽
 

い
て
 

は
 

先
般
 

歸
 

朝
の
 

森
 

靑
飘
簞
 

、
其
の
 

顔
 

益
 

ぷ 
靑
く
、
 

其
の
 

鬚
 

愈
々
 

薄
い
 

が
、
 

そ
ん
な
 

事
 

は
 

棚
の
 

上
に
 

抛
り
 

上
げ
て
、
 

片
脚
を
 

飛
ば
し
て
 

活
動
す
 

る
 

有
 

樣
は
、
 

す
さ
ま
じ
 

な
ん
ど
 

云
 

ふ
 

許
り
な
 

し
だ
。
 

東
京
に
 

は
 

米
國
の
 

ナ
ン
ト
 

カ
會
 

社
、
 

カ
ン
ト
 

カ
會
 

社
の
 

直
取
引
の
 

支
店
が
 

あ
っ
て
、
 

札
幌
に
 

本
店
が
 

あ
る
 

害
 

だ
が
 

其
の
 

所
在
 

は
 

小
生
 

一
寸
お
 

知
せ
 

に
 

困
る
。
 

大
店
に
 

な
る
と
 

看
板
な
ん
 

ぞ
は
 

懸
け
て
 

な
い
か
ら
 

な
ァ
。
 

但
 



し
 

種
物
 

農
具
 

塗
料
 

店
 

は
 

確
に
 

あ
る
。
 

舊
 

先
生
の
 

牛
が
 

の
 

そ
-
 

(
\
 

し
て
 

居
た
 

所
に
 

立
て
 

あ
る
。
 

あ
れ
 

を
 

見
る
 

と
 

ア
メ
リ
カ
の
 

場
ぶ
 

に
 

あ
る
 

イ
タ
 

リ 
ヤ
ン
 

か
 

何
 

か
の
 

小
店
 

を
 

思
 

ひ
 

出
し
て
、
 

そ
ビ
ろ
 

曾
遊
の
 

昔
 

を
 

忍
 

ぶ
ん
だ
 

と
 

云
っ
た
ら
、
 

小
生
の
お
 

里
が
 

暴
^
す
 

る
^
に
 

思
 

ふ
だ
ら
 

う
が
 

其
の
 

位
の
 

事
 

を
 

聞
き
 

か
じ
っ
て
 

覺
 

え
て
 

居
ら
れ
な
い
 

小
生
と
 

思
 

ふ
と
 

大
分
お
 

門
が
 

遠
 

ふ
ぞ
。
 

そ
れ
よ
り
 

大
に
 

披
^
に
 

及
ば
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
 

い
の
は
 

先
生
の
 

pa
la
ce
 

だ
。
 

木
立
の
 

こ
ん
 

も
り
し
た
 

中
に
、
 

ケ
ン
ト
 

あ
た
り
に
 

で
も
 

あ
り
さ
う
な
 

城
壁
 

造
リ
 

の 木
造
が
 屹 立
し
て
 叫 方
を
啤
 睨し
て
 居る
。
 內
に
は
 マ ホ
ガ
 二 ー と

ま
で
 行
か
な
い
 が、 ォ ー ク

づ
 く
め
の
 装
飾
が
 施し
て
 あ
る
 J 

其
處
で
 

洋
服
の
 

細
君
が
 

喲
嘵
 

た
る
 

ピ
ア
ノ
の
 

音
 

を
 

響
か
す
 

の 
だ
。
 

ど
う
 

だ
 

諸
君
、
 

諸
お
 

ど
う
 

だ
。
 

懸
 

値
が
 

あ
る
と
 

思
 

ふ
な
ら
 

買
 

は
な
 

く
と
 

も
い
-
 

-
ょ
。
 

何
も
 

僕
 

は
 

諸
君
に
 

是
非
 

買
へ
 

と
 

云
っ
て
、
 

此
の
 

大
道
に
 

立
っ
て
 

押
し
 

寶
り
 

を
し
て
 

居
る
 

の
で
 

は
な
い
 

か
ら
 

…
…
 

ど
 

う
だ
 

諸
君
、
 

買
 

ひ
た
い
 

人
 

は
 

買
っ
て
 

行
き
 

給
へ
 

と
緣
 

日
で
 

壯
士
が
 

流
行
歌
 

を
 

費
 

つ
て
 

居
っ
た
。
 

札
幌
の
 

中
心
 

點
 

か
ら
 

少
し
 

外
れ
る
 

が
、
 

筆
 

序
に
 

犬
 

公
の
 

事
 

も
毒
づ
 

い
て
 

置
か
う
。
 

今
 

は
 

月
 

寒
の
 

大
旦
那
 

だ
。
 

^
^
あ
す
こ
の
 

大
旦
 

那
は
惡
 

く
な
い
、
 

島
 

松
 

街
道
の
 

右
手
の
 

な
だ
ら
か
な
 

斜
面
 

を
 

う
ん
と
 

廣
く
 

占
領
し
て
、
 

一
寸
 

日
本
で
 

は
 

E-
 

ら
れ
 

な
い
 

色
々
 

な
^
 

舍
が
 

立
っ
て
 

居
る
。
 

こ
れ
 

を
 

犬
 

公
が
 

始
め
か
ら
 

設
計
し
 

た
ん
だ
と
 

あ
っ
て
 

は
 

「
不
可
能
」
 

を
 

字
喾
に
 

入
れ
る
な
 

と：
 

K
 

つ
た
 

奈
翁
 

が
お
^
に
 

出
来
な
く
な
る
。
 
但
し
 
斷
 
つ
て
 
置
く
 
が
 
N
e
 
 m
e
 
 dites  jamais  ce  b ひ te  de  mot! 

と
 始
め
て
 
云
っ
た
 
の
 は
、
 
揮
り
な
が
ら
 
奈
 翁
で
 

は
な
 
い
ん
だ
。
 
奈
 翁
の
 
巾
着
切
り
 
扠
、
 

ミ 
ラ
ボ
.
 
I 
の
 一 一; 一 2 葉

 を
斷
り
 
も
な
 
く
拜
 
借
に
 
及
ん
で
 
居
た
 
の
 だ
。
 
そ
れ
 
だ
か
ら
 
奈
翁
は
 
矢
張
り
 

馬
鹿
に
し
て
 
も
い
 
\
ん
だ
。
 

い
-
 T 事

に
 
な
 
る
ん
だ
。
 
餓
鬼
共
に
 
は
 解
ら
ん
 
だ
ら
 
う
な
、
 
何
し
ろ
 
犬
 公
 は
；
^
 ま
し
い
、
 
出
づ
 
ろ
に
^
^
.
 

あ
り
 
肥
馬
 
あ
り
、
 
入
る
 
に
官
舍
 
あ
り
 
閨
窒
 
あ
り
、
 
丁
度
い
、
 
加
減
に
 
子
供
 
も
 あ
る
。
 
東
京
に
 
も
 出
張
す
 
る
。
 
犬
 公
大
に
 
彼
處
で
 
ふ
ん
 

ば
る
 
と
 面
白
い
 
よ
。
 

あ
-
馬
鹿
 
も
こ
れ
 
程
 愚
に
 
返
る
 
と
 後
光
が
 
さ
す
 
だ
ら
 
う
。
 
こ
れ
 
だ
け
 
書
く
 
の
に
 
半
 曰
か
、
 
つ
た
。
 
耶
蘇
 
は
小
尘
 
の
^
た
 
人
の
 
卞
を
 

感
心
な
 
扠
だ
、
 
そ
ん
な
 
扠
は
 
天
國
に
 
入
る
 
ベ
け
れ
ば
 
な
り
と
 
云
っ
て
 
下
さ
っ
て
 
る
。
 
こ
れ
 
を
せ
 
め
て
も
 
の
 慰
^
と
 
し
て
^
も
 
ル
が
 

同
級
生
 
 

一 五
 七
 



冇
島
 

武
郞
佥
 

集
^
 
五
卷
 
 

I 
五
八
 

を
 

云
 

は
う
 

と
 

空
耳
 

を
 

走
ら
す
 

か
ら
さ
う
 

心
得
 

給
へ
。
 

今
 

札
 

幌
に
は
 

春
が
 

來
た
。
 

柳
 

花
 

春
色
 

を
 

散
す
 

と
 

云
 

ふ
 

程
の
 

淺
ぃ
舂
 

で
は
 

あ
る
が
 

中
々
 

い
 

\。
 

ク
ロ
ッ
カ
ス
 

は
 

盛
り
 

を
 

過
ぎ
て
、
 

ナ
 

ー 
シ
サ
ス
 

が
唉
き
 

出
し
た
。
 

ヲ
ダ
 

マ
キ
の
 

葉
は
廣
 

が
り
 

始
め
た
。
 

野
に
 

は
 

キ
バ
ナ
 

ノ
ア
 

マ
ナ
が
 

黄
金
の
 

杯
 

を
 

天
に
 

開
い
て
 

居
る
。
 

楓
の
 

芽
が
 

大
き
く
な
 

つ
た
。
 

シ
キ
ザ
 

ク
ラ
の
 

芽
 

は
 

破
れ
た
。
 

馬
の
 

糞
が
 

飛
ぶ
。
 

澤
庵
 

が
 

酸
ば
 

く
な
る
。
 

い
ま
に
 

見
た
 

ま
へ
、
 

春
が
 

過
ぎ
る
 

と
 

夏
が
 

來
 

る
か
ら
、
 

夏
が
 

過
ぎ
た
ら
 

秋
が
 

來
る
。
 

秋
が
 

過
ぎ
た
ら
 

冬
に
な
る
 

害
 

だ。 草
々
。
 

四
十
 

四
 

年
 

四
月
 

二
十
 

三
日
 

日
曜
日
 
 

當
番
 

小
 

生
 



九
 
一
三
 
年
 

ワ
ル
ト
 

• 
ホ
 
ヰ
"
 
ト
 
マ
ン
の
 

一
 斷
面
 

「
月
曜
 
講
習
」
 

と
 
云
 
ふ
 冊
子
で
、
 
內
村
 
氏
の
 
筆
 を
 通
し
て
、
 
始
め
て
 
此
の
 
人
の
 
名
が
 
日
本
の
 
活
字
で
 
紹
介
さ
れ
 
た
 時
、
 

口
 本
の
 
上
 は
 

毛
 程
 も
 
彼
 を
 受
け
入
れ
る
 
用
意
 
を
し
て
 
居
な
か
っ
た
。
 

私
 は
 其
の
 
評
傳
 
を
讀
ん
 
で
も
、
 
そ
れ
と
 
一
緒
に
 
論
じ
て
 
あ
っ
た
 
力
，
'
 
ラ
イ
ル
 

す
ぺ
 
 

し
と
ね
 
 

ふ 5 

や
 ブ
ラ
イ
 
ヤ
ン
 
ト
ゃ
ホ
 
ヰ
 ッ
テ
ャ
 

ー 
か
ら
 
彼
 を
 分
離
し
て
 
見
る
 
術
 を
 知
ら
な
か
っ
た
。
 
「
大
^
の
 
琮
 
と
せ
ん
に
 
は
 
適
 は
し
き
 
中
米
の
 

pnlirie」 
と
 歌
っ
た
 
と
 
云
 
ふ
 事
 や
、
 
米
國
 
西
部
の
 
發
展
 
を
豫
ー
 一
 一一 口し
！
 た
 其
の
 
豫
言
が
 
恐
ろ
し
い
^
-
止
 
確
に
^
 
現
さ
れ
た
 
と
 
云
 ふ
や
う
な
 

事
が
、
 
其
の
 
本
に
 
書
か
れ
た
 
彼
の
 
評
論
に
 
聯
關
 
し
て
 
幽
か
に
 
今
で
も
 
私
の
 
記
憶
に
 
殘
 
つ
て
 
居
る
 
位
の
 
も
の
 
だ
。
 
私
 は
 
あ
の
 

"
L
s
v
e
s
 

of  Grass: 
を
 藏
誊
の
 
中
に
 
加
へ
 
た
い
 
望
み
 
も
 起
さ
す
 
に
；
^
 
を
 去
っ
た
。
 
高
山
 
氏
が
 
前
後
し
て
 

「
太
陽
」
 
で
發
 
表
し
た
 
^
 ぶ
 も
、
 

私
の
 
輕
ぃ
 
好
奇
心
 
を
 
そ
っ
と
 
誘
っ
た
 
ば
か
り
だ
っ
た
。
 

か
く
て
 
私
 は
 在
 來
の
傳
 
習
と
 
形
式
と
 
信
仰
と
 
を
 球
の
 
や
う
に
 
抱
い
て
 
米
 國
と
云
 
ふ
 所
に
 
渡
っ
た
。
 
そ
れ
 
は
 
丁
度
 
n
^
g
e
-
 
が
 化
 
ソリ 

前
の
 
年
だ
っ
た
。
 
ぎ
 何
 云
 ふ
 方
針
で
 
三
年
 
を
 住
み
 
暮
さ
 
う
と
 
云
 ふ
 事
も
考
 
へ
す
 
に
、
 
夢
遊
病
者
の
 
や
う
に
 
船
路
 
を
^
い
だ
 
そ
の
 
時
の
 

事
 を
 
思
っ
て
 
見
る
 
と
、
 
私
 は
 
恐
ろ
し
い
 
と
 
云
 
ふ
 事
 を
 知
ら
ぬ
 
白
痴
で
 
あ
つ
た
に
 
違
 
ひ
な
い
。
 

米
！
：
 
の
 第
一
 
年
 は
 
日
 
木
で
の
，
 
が
^
の
 

ま
 

\ 
に
 —
—
 
と
 
云
 
ふ
よ
り
 
寧
ろ
 
引
き
締
っ
て
 
I
I
 
績
 
い
た
。
 
然
し
 
其
の
 
當
時
私
 
は
 
日
露
 
戰
&
と
 
云
 ふ
 も
の
 
を
 遠
く
で
 
眺
め
な
が
ら
 
時
 

時
ト
 
ル
ス
 
ト
イ
に
 
氣
を
 
取
ら
れ
て
 
居
た
 
事
を
吿
 
白
し
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
と
 
思
 ふ
。
 
そ
れ
 
は
 私
の
 
心
の
奥
の
 
領
土
に
 

は.；. 
M リ
ん
ら
 
ぬ
 

|;、 お
で
、
^
 
は
默
 
つ
て
 
恐
れ
 
戰
 
い
た
。
 
私
 は
 其
の
 
夏
 思
 
ひ
 切
っ
て
 
自
分
の
 
い
や
が
る
 
や
う
な
 
所
に
 
自
分
 
を
 連
れ
て
行
っ
た
 

一： ハ m
」
 

ワ
ル
ト
 

*ホ 
ヰ" 

ト 
マ
ン
 

1 斷
面
 
 

1;土 九
 



^
島
 

武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

ハ
〇
 

私
 

は
 

ダ
ン
テ
と
 

ジ
 

3
1
 

ジ
.
 

フ
ォ
ッ
ク
ス
 

の
 

日
記
と
 

だ
け
 

持
っ
て
、
 

他
界
に
 

住
む
 

や
う
な
 

人
々
 

の
 

間
に
 

居
た
 

の
で
 

あ
つ
た
が
、
 

ニ
^
 

月
の
 

終
り
に
 

は
 

私
の
 

所
謂
 

信
仰
な
る
 

も
の
か
ら
 

離
れ
て
 

居
た
.
 

(
つ
 

い
 

先
頃
 

私
は
ス
 

ク
タ
 

リ
衞
戌
 

病
院
に
 

居
る
 

或
る
 

土
 

耳
 

古
の
 

高
級
 

看
 

護
 

婦
 

が
、
 

バ
ル
カ
ン
 

戰
爭
の
 

悲
傪
を
 

描
い
た
 

一
文
 

を
英
 

國
の
雜
 

誌
に
 

寄
せ
た
 

の
 

を
讀
ん
 

だ
。
 

そ
の
 

中
に
 

「
若
し
 

基
督
 

敎
と
云
 

ふ
 

名
が
 

人
道
と
 

云
 

ふ
 

名
で
 

替
 

へ
ら
れ
て
 

あ
っ
た
な
ら
、
 

十
字
軍
と
 

銘
 

を
 

打
つ
 

こ
の
 

戰
爭
 

は
か
く
ま
で
の
 

悲
慘
 

を
盡
し
 

は
し
な
か
っ
た
ら
 

う
に
」
 

と
 

云
 

ふ
 

風
に
 

書
き
 

現
 

は
さ
れ
 

た
 

文
句
 

を
 

見
た
。
 

私
 

は
 

感
動
し
た
。
 

私
 

は
 

そ
れ
だ
け
の
 

事
 

を
玆
に
 

書
き
 

添
へ
 

る
つ
)
 

二
 

年
 

目
に
 

私
 

は
 

北
の
方
に
 

漂
っ
て
 

行
っ
た
 

が
、
 

そ
の
 

時
か
ら
 

私
 

は
 

生
れ
る
 

前
の
 

渾
沌
に
 

生
れ
 

返
っ
た
。
 

私
 

は
 

明
か
に
 

自
己
の
 

分
離
 

を
自
覺
 

せ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

は
め
に
 

這
 

入
っ
た
"
 

今
ま
で
 

內
 

外
か
ら
 

す
か
し
た
り
 

な
だ
め
た
 

り
し
て
 

居
た
 

假
睡
の
 

私
 

は
 

私
 

相
 

常
の
 

自
覺
を
 

自
分
に
 

强
 

ひ
た
。
 

そ
の
 

頃
に
 

ホ
ヰ
 

ッ
ト
 

マ
ン
 

は
 

突
然
 

そ
の
 

大
き
な
 

無
遠
慮
な
 

手
で
、
 

t
r
i
l
!
 

ら
し
く
 

私
の
 

肩
 

を
 

驚
く
 

ほ
ど
 

節
 

い
た
 

3 

だ
っ
た
。
 

私
 

は
 

紐
 

育
 

市
 

生
れ
の
 

一 
人
の
 

放
埒
な
 

然
し
 

美
し
い
 

靈
魂
を
 

持
っ
た
 

辯
 

護
士
と
 

共
同
生
活
 

を
 

營
ん
で
 

居
た
 

が
、
 

舉
 

校
の
 

講
堂
か
ら
 

夕
 

暮
に
 

送
ら
れ
て
 

歸
る
私
 

は
、
 

ボ
ス
ト
ン
か
ら
 

塵
 

を
 

か
ぶ
っ
て
 

戾
る
 

そ
の
 

人
と
 

夕
食
後
 

ラ
ン
プ
 

を
 

隔
て
.
.
 

r 
坐
る
 

の
を
樂
 

し
ん
^
。
 

支
 

ま
 

必
す
 

書
架
か
ら
 

草
色
の
 

一
冊
 

を
拔
き
 

出
し
て
、
 

男
ら
し
く
 

張
り
の
 

あ
る
 

同
時
に
 

感
慯
 

的
な
 

聲
を
 

わ
ざ
と
 

抑
へ
 

て
、
 

此
の
 

詩
 

か
の
 

赞
と
 

ヱ 
マ 

I 
ソ
ン
 

力
 

力
 

I 
ラ
イ
ル
に
 

nc
lv
.l
es
cr
ip
l:
 

ョ 
on
st
er
 

と
 

云
 

ひ
 

送
っ
た
 

—
—
 

ホ
 

ヰ
ッ
ト
 

マ
ン
の
 

作
物
 

を
誦
讀
 

し
た
。
 

私
 

は
 

今
 

思
 

ひ
 

出
し
て
も
 

一
 

種
の
 

小
氣
 

味
い
 

\ 
戰
慄
 

を
感
す
 

る
。
 

<)
 

t 
 

of
  

th
e 
 

ro
ll
in
g 
 

oc
:a
n,
  

th
e 
 

cr
ow
d,
  

(a
ln
c 
 

； i 
 

二 
l.
op
 

ち
 

Mu
;\
、 
 

t 二 
 

me
 

w 
 

ll
ls
pc
ri
ll
g.
  

I 
 

lo
ve
  

yo
u,
  

be
fo
re
  

/ ミ
ぉ
 

I 
 

d
 

ヌ
 
 

と
 

云
 

ふ
 

あ
の
 

寶
 

玉
の
 

や
う
な
 

小
歌
 

や
、
 

o
u
t
 
 

or
  

th
e 
 

cr
ad
le
  

en
dl
es
^y
  

r
e
c
k
i
n
g
,
 
 



で
 句
 を
 起
す
 
海
鳥
の
 
悲
釗
 
や
、
 
リ
ン
カ
 

ー 
ン
の
死
 
を
 追
慕
し
て
 
歌
っ
た
 
死
の
 
讃
歌
 
や
、
 
自
分
 
を
 歌
っ
た
 
太
陽
の
 
や
う
な
ん
 
き
い
^
い
 

た
 

二  W
a
l
t
 
 w
h
i
t
m
a
n
-
-
 

や
、
 
私
 は
 何
時
で
も
 
淚
を
 
溜
め
て
^
 
な
く
て
 
は
 聞
く
 
事
が
 
出
來
 
な
か
っ
た
。
 

彼
 も
淚
を
 
頰
に
俾
 
は
ら
せ
な
 

が
ら
お
 
か
し
げ
 
も
な
 
く
 
讀
み
繽
 
け
た
。
 
涕
を
 
か
む
 
時
の
 
み
 歌
が
 
途
切
れ
る
。
 
何
時
で
も
 
彼
が
 
此
の
 
魔
 杖
の
 
や
う
な
 
本
 を
 m
 お
ろ
 
時
に
 

は
、
 
彼
と
 
私
と
 
は
 同
じ
 
人
に
 
な
っ
て
 
居
た
。
 

ホ
 
ヰ
ッ
ト
 
マ
ン
に
 
な
っ
て
 
居
た
。
 

私
の
 
心
の
 
領
土
 
は
 今
で
も
 
混
亂
の
 
限
り
 
を
盡
 
し
て
 
居
る
。
 
私
の
 
內
部
 
で
は
 
正
し
く
 
二
つ
の
 
力
が
 
對
峙
 
し
て
 
居
る
。
 
外
部
に
 
も
內
部
 

に
も
 
矛
盾
 
を
 極
め
た
 
こ
の
 
自
分
 
を
 見
る
 
と
、
 
我
な
が
ら
 
沙
汰
の
 
限
り
と
 
云
 は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 

ソ 
然
し
 
私
 は
 慰
藉
な
 
し
で
 
は
な
い
。
 

私
 は
 

若
 

ハ、. ：" と
 
一
緒
に
 
生
活
し
て
 
居
る
 
事
 を
 
知
っ
て
 
居
る
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 
私
 は
 今
で
も
 
偽
善
者
で
 
あ
る
。
 
偽
^
お
 
で
あ
る
 
け
れ
ど
も
 
少
し
 

づ
、
 
自
分
に
 
歸
 り
つ
.
^
 
あ
る
 
事
 を
 知
っ
て
 
居
る
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 
私
 は
 段
々
 
最
後
の
 

olimax 
の
 方
に
 
進
み
つ
 

k 
あ
る
 
事
 を
 
知
っ
て
 
居
 

る
か
ら
で
 
あ
る
。
 
健
全
で
 
あ
れ
 
不
健
全
で
 
あ
れ
、
 
私
の
 
脈
 は
 
地
球
の
 
脈
と
 
同
じ
 
打
ち
方
 
を
し
 
始
め
た
 
事
 を
 
知
っ
て
 
W
 る
か
ら
で
 
あ
る
。
 

如
 
か
し
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
と
 
云
 ふ
 事
 を
よ
り
 
强
く
 
感
じ
 
始
め
た
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 
こ
ん
な
 
衝
動
と
 
慰
藉
 
を
 感
じ
さ
せ
て
 
く
れ
た
^
 

を
 私
は
ホ
 
ヰ
ッ
ト
 

マ
 
ン 
に
 感
謝
し
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 

私
 
は
 ボ
ス
ト
ン
の
 
町
 を
 

"
L
e
a
v
e
s
 
 of  (； rass" 

を
 尋
ね
て
 
歩
い
た
 
時
の
 
事
 
を
 思
 
ひ
 出
す
。
 
本
屋
の
^
 
頭
は
ホ
 
ヰ
ッ
ト
 
マ
ン
の
 
名
 
を
 

聞
く
 
と
、
 
パ
リ
 
サ
イ
 
人
の
 
や
う
な
 
額
 を
し
て
、
 
そ
ん
な
 
本
 は
 持
ち
 
合
さ
な
い
 
と
 
云
っ
た
 
—
—
 
さ
う
 
云
 
ふ
 事
が
 
木
屋
 
と
し
て
の
お
 
り
で
^
-
 

も
 
あ
る
 
や
う
に
 
—
—
 
私
の
 
尊
ね
 
た
 
1 一
三
の
 
本
屋
 
は
 皆
ん
 
な
 同
じ
 
態
度
で
 
黄
^
の
 
顧
客
 
を
 
は
ね
つ
け
た
。
 

私
 は
 友
達
の
 
注
意
で
 

一 二
月
の
 
或
る
日
 
社
 舎
 主
義
の
 
害
 物
な
 
ど
を
賫
 
る
 P
 汚
い
^
 
を
 訪
れ
た
 

a 
其
 返
に
、
 
今
 私
の
 
傍
に
 
坭
づ
 
い
て
 
横
 

は
っ
て
 
居
る
 
此
の
 
離
れ
が
 
た
い
 
害
 物
 は
 私
 を
 待
っ
て
 
居
た
。
 
私
に
 
買
 
は
る
べ
き
 
運
命
 
を
擔
 
つ
て
 
私
 を
 待
っ
て
 
居
て
 
く
れ
た
。
 
今
で
も
 

思
 
ひ
 出
す
、
 
そ
の
 
日
 
は
 そ
の
 
店
の
 
や
う
に
 
薄
汚
く
 
暴
っ
た
 
寒
い
 
日
で
 
あ
つ
た
が
、
 
店
の
 
爺
さ
ん
 
は
 私
 を
 隅
の
 
方
に
 
引
つ
 
ば
っ
て
 
行
つ
 

て
、
 
そ
の
 
時
 
マ
サ
 
チ
ュ
 
セ
ッ
ト
 
州
で
 
發
赍
禁
 
止
に
 
な
っ
て
 
居
る
 
と
 
云
 
ふ
 ト
ル
ス
ト
イ
の
 

「
ク
 

口 
イ
ツ
 
r
 
ソ
ナ
タ
」
 
を
 
無
^
に
 
H
 
は
せ
 
よ
 

ワ
ル
ト
 

*ホ 
ヰ.' 

卜 
マ 

ン 
一 斷
面
 
 

I  .K 
1 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 
ぁ
五
卷
 
 

一
六
 

一一
 

う
と
し
た
。
 

ホ
ヰ
ッ
 

ト
マ
 

ン
 

と
そ
の
 

詩
集
 

は
 

今
で
も
 

そ
の
 

故
國
の
 

義
人
の
 

間
に
 

か
 

X 
る
 

待
遇
 

を
 

受
け
て
 

居
る
 

事
 

を
 

記
憶
せ
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
 

の
 

義
人
 

達
 

も
 

そ
ん
な
 

待
遇
 

を
し
た
 

事
 

を
し
 

つ
 

か
り
と
 

後
日
 

の
爲
 

め
に
 

覺
 

え
て
 

置
く
 

の
が
 

肝
要
 

だ
。
 

^
ぃ
 

中
か
ら
 

白
く
な
 

つ
た
 

頭
の
 

毛
と
 

髯
と
を
 

不
作
法
に
 

亂
 

し
て
、
 

さ
す
が
に
 

詩
人
ら
 

し
く
 

稍
よ
 

靑
み
 

を
帶
ぴ
 

た
顏
 

に
，
 

灰
色
が
 

か
 

つ
た
 

眸
を
 

光
ら
し
て
、
 

特
有
な
 

鈍
色
の
 

だ
ぶ
 

く
し
た
 

衣
 

物
と
 

鍔
の
 

廣
ぃ
 

帽
子
 

を
 

装
っ
て
 

ブ
ル
 

ー 
ク
リ
ン
 

の
 

町
 

を
 

御
者
 

や
 

工
人
に
 

挨
 

^
し
な
 

力
ら
 

步
 

い
て
 

行
く
 

此
の
 

人
 

を
 

見
る
 

と
、
 

人
々
 

は
 

好
意
 

を
 

こ
め
て
 

g
o
o
d
 
 

ol
d 
 

gr
ay
  

po
et
 

と
 

呼
ん
 

、
さ
う
 

だ
。
 

ま
お
 

し
：
^
 

の
稱
 

呼
の
 

中
に
、
 

這
ら
な
い
 

大
き
な
 

調
子
の
 

あ
る
 

そ
れ
だ
け
 

は
 

取
れ
る
 

け
れ
ど
も
、
 

此
の
 

人
 

は
全
體
 

か
う
 

呼
び
 

か
く
べ
き
 

人
で
 

は
な
 

い
と
 

思
 

ふ
。
 

彼
を
考
 

へ
る
 

事
 

は
，
 

强
 

さ
と
 

若
さ
と
 

輝
か
し
 

さ
と
 

を
考
 

へ
る
 

事
 

だ
。
 

弑
育
 

市
の
 

對
 

岸
に
 

魚
の
 

形
 

を
し
て
 

撗
 

は
る
 

n 
ン
グ
.
 

ア
イ
 

ラ
ン
ド
 

は
 

彼
の
 

生
れ
 

故
鄉
 

だ
っ
た
。
 

東
に
 

面
し
た
 

一
 

帶
は
 

荒
れ
果
て
た
 

砂
 

岸
で
、
 

波
の
 

强
 

さ
に
 

沖
か
ら
 

寄
せ
集
め
ら
れ
た
 

砂
 

は
 

積
ん
で
 

細
長
い
 

洲
嘴
を
 

連
ね
て
 

居
た
。
 

難
破
船
 

も
 

珍
し
く
 

は
な
か
っ
た
。
 

小
さ
 

い
 

ワ
ル
ト
 

は
 

メ
キ
シ
コ
 

や
 

エ
リ
サ
べ
 

ス
と
云
 

ふ
や
う
な
 

船
 

(
マ
 

ー 
ガ
レ
ッ
ト
.
 

フ
ラ
 

I 
は
 

エ
リ
サ
べ
 

ス
 

と
共
に
 

沈
ん
だ
 

人
 

だ
)
 

の
 

悲
劇
 

を
 

覺
 

え
て
 

居
る
。
 

彼
 

は
惡
戲
 

仲
間
と
 

鰻
 

を
 

突
い
た
り
 

海
岸
で
 

氷
、
 

仁
 

り
 

を
し
た
り
 

海
鳥
の
 

卵
 

を
 

集
め
た
り
 

し
て
、
 

海
風
に
 

頭
の
 

毛
 

を
な
 

ぶ
 

ら
 

せ
な
が
ら
 

跣
 

足
で
 

飛
び
 

廻
っ
た
 

。
文
明
と
 

云
 

ふ
 

者
 

を
 

知
ら
 

ぬ
げ
な
 

原
始
的
な
 

粗
暴
な
 

船
 

子
と
、
 

細
 

農
の
 

爲
 

め
に
 

羊
 

を
 

集
め
て
 

こ
の
 

瘦
 

土
で
 

放
牧
し
な
が
ら
 

今
日
々
 

々
を
 

暮
す
、
 

乞
食
よ
り
も
 

貧
し
い
 

牧
者
 

は
、
 

島
の
 

精
の
 

や
う
に
 

ま
だ
 

其
の
 

邊
を
：
 

g
 

徨
ふ
 

頃
だ
っ
た
。
 

彼
 

は
 

こ
の
 

島
の
 

砂
原
に
 

生
え
る
 

sa
lt
gr
as
s 

の
 

葉
の
 

一 
つ
の
 

や
う
に
 

土
に
 

喰
 

ひ
 

込
ん
で
 

身
丈
 

を
 

延
ば
し
た
。
 

此
島
を
 

銅
色
 

人
 

は
 

P
a
u
m
a
n
o
c
k
 

と
 

呼
ん
だ
。
 

彼
 

は
 

そ
の
 

名
を
戀
 

人
の
 

如
く
 

愛
し
た
。
 

其
の
 

詩
の
 

中
に
 

こ
の
 

名
が
 

出
て
 

來
る
.
 

名
 

を
 

組
み
立
て
る
 

字
の
 

一
 

つ
 

I
 

つ
が
 

懷
 

舊
の
 

敍
に
乘
 

つ
て
 

戰
へ
 

な
が
ら
す
 

、
り
 

泣
い
て
 

居
る
 

(
 

ea
lh
or
e 
 

M
e
m
o
r
i
c
s
y
-
 
 

十
に
 

な
つ
て
か
ら
 

彼
は
此
 

Q
 

當
寺
を
 

見
返
っ
て
，
 



「
私
の
 
性
格
 
を
 造
つ
"
 た
 力
が
 
三
つ
 
あ
る
。
 
遠
い
 
和
 繭
か
ら
 
來
た
 
最
上
の
 
血
統
 
(
母
方
の
)
、
 
父
方
な
る
 
英
 人
の
 
血
統
か
ら
 
來
た
 
執
拗
と
 

自
恃
。
 
そ
れ
に
 
生
地
 
ブ
ル
.
 
ー 
ク
リ
ン
、
 
紐
 育
、
 南
北
 
戰
爭
 
以
後
の
 
經
驗
 
だ
」
 と
 
云
っ
て
 
居
る
。
 
母
方
の
 
近
親
に
 
は
 殊
に
 
强
烈
な
 
性
格
が
 

あ
っ
た
。
 
男
の
 
や
う
な
 
性
質
と
 
氣
 象
を
備
 
へ
て
、
 
馬
上
か
ら
 
奥
 業
の
 
監
督
 
を
し
た
 
伯
母
が
 
居
た
り
、
 
更
に
 
深
 
た
識
 
兌
と
 
意
ぶ
 
と
 
を
 

持
 ち
な
が
ら
 
タ
エ
 
力
 
ー 
の
 典
型
ら
 
し
く
 
家
 を
 守
っ
た
 
贤
婦
人
 
も
 
あ
る
。
 
け
れ
ど
も
 
彼
が
 
最
も
 
強
く
 
吸
收
し
 

(
彼
 

^
を
 
借
り
て
 
云
 

へ
ば
)
、
 
彼
 を
 最
も
 
强
く
 
吸
牧
 
し
た
 
も
の
 
は
 自
然
だ
っ
た
。
 

彼
 は
 
一
八
 
一
九
 
年
 1 九月

 
三
十
日
に
 
世
の
 
光
 を
 見
た
。
 
そ
の
 
同
じ
年
に
、
 
英
國
 
で
は
 
ラ
ス
キ
ン
が
 
生
れ
、
 
米
^
で
 
は
 
ロ
ウ
 
H 
ル
が
生
 

れ
て
 
居
る
。
 
ゥ
ヰ
 
リ
ャ
ム
 

.II ゼ
 
ツ
チ
が
 
彼
の
 
詩
 
を
 
英
國
で
 
出
版
し
た
 
か
ら
 
ラ
ス
キ
ン
 
は
 屹
度
 
讀
ん
で
 
居
る
 
に
逮
 
ひ
な
い
 
が
、
 
讁
ん
 

で
 何
ん
 
と
 
思
っ
た
 
か
 知
ら
な
い
。
 
ロ
ウ
ェ
ル
に
 
は
て
ん
で
 
解
ら
な
か
っ
た
。
 

い
く
ら
 
讀
 
ん
で
昆
 
て
 も
 何
處
が
 
好
 
い
ん
だ
か
^
 
お
り
：
^
 

當
が
 
付
か
な
い
 
と
 皮
肉
 
を
 含
ん
で
 
云
っ
て
 
居
る
。
 
皮
肉
 
を
 含
む
、
 
さ
う
 
云
 
ふ
 喜
 悲
釗
が
 
詩
と
 
云
 
ふ
 も
の
に
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
の
 だ
。
 

私
 は
 
日
 
附
け
を
 
竝
 
ベ
る
 
事
ば
 
も
う
 
止
め
る
。
 
此
の
 
人
 は
 
靈
の
發
 
達
と
 
曰
附
 
け
と
 
を
 結
び
 
造
 け
て
も
 
ら
う
 
必
要
 
は
^
じ
て
 
，
か
ら
な
い
 

と
 思
 
ふ
。
 
で
、
 
ワ
ル
ト
 
は
 ,
 も
な
 
く 
ブ
ル
 

ー 
ク
リ
ン
に
 
移
っ
た
。
 
彼
 は
 
そ
こ
に
 
居
る
 
間
に
 
色
ん
な
 
も
の
 
を
 見
た
。
 

ジ.' 
ク
ソ
ン
、
 

ゥ
ょ
 

ブ
ス
 
タ
 
ー
、
 

コ
ッ
ス
 

ー 
ト
、
 
ブ
ラ
イ
ア
ン
ト
、
 

英
 H
 皇
儲
、
 
デ
ィ
ケ
 
ン
ス
。
 

曰
 
本
の
 
大
使
 
(
s
g
 初
の
)
、
 

ジ
ェ
 

ー 
ム
ス
.
 
ク 

ー 
パ、 ー

、
 
ボ
 
ー 

と-: ム
 ふ
や
う
な
 
膝
 史
的
 
人
物
 
も
 
そ
の
 
記
憶
に
 
殘
 
つ
た
。
 
ラ
フ
 

ァ 
H ッ

ト
 
が
ー
 
一 度
 H: に

來
た
 
時
、
 
こ
の
 
米
阈
獨
 
立
の
 
大
^
^
 
は
 微
迎
式
 
を
 

見
よ
う
と
 
集
っ
た
 
人
垣
の
 
中
か
ら
 
小
さ
な
 
五
 歳
の
 
ワ
ル
ト
 
を
 抱
き
上
げ
て
 
高
い
 
所
に
 
置
い
て
 
く
れ
た
、
 
そ
ん
な
 
察
 も
あ
っ
た
。
 
彼
 は
 

夏
に
 
は
 木
 
日
毎
に
 
生
、
 地
に
 
行
っ
て
 
眞
 裸
で
 
岸
 を
 
か
け
す
り
 
廻
り
な
が
ら
、
 

ホ
 
ー 

マ
 ー
、
 

シ
 
H タ

ス
 
ビ
ヤ
の
 
名
句
 
を
 海
^
 
を
 和
^
に
 
大
 

聲
 
で
朗
讀
 
し
た
り
、
 
印
刷
工
 
場
で
 
眞
黑
 
に
な
っ
て
 
働
く
 

に
、
 
ヮ
シ
 

ン 
ト
ン
 
を
：
 n: 前

に
 
兌
た
 
と
 
云
 
ふ
 革
命
的
な
 

b. リ ss 
と
 
懇
意
に
 
な
つ
 

て
、
 H
S
I
 館
に
 
通
 
ふ
 便
宜
 
を
 得
て
、
 
ス
 
コ
ッ
ト
 
を
 始
め
 
小
 說
と
云
 
ふ
 小
 說
を
手
 
當
り
次
 
笫
に
讀
 
み
 耽
っ
た
り
 
釗
塌
に
 
行
っ
て
 
ゆ
 屮
 
に
な
 

つ
た
.
 リ 

し
た
。
 
彼
の
 
音
 樂
ゃ
劇
 
曲
の
 
評
 は
 超
越
 
的
な
 
も
の
 
だ
。
 
藝
 術
の
 
中
心
に
 
分
け
入
っ
て
 
其
の
 

價
 を
吸
牧
 
し
、
 
少
し
ん
 
他
人
の
 

ワ
ル
ト
 

• ホ
ヰ
プ
 
ト
マ
 

ン 
一 斷
^
 
 

i 六
 

了. 
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是
非
 

好
 

惡
に
煩
 

は
 

さ
れ
な
い
 

有
様
 

は
 

彼
の
 

創
意
 

の
氣
 

分
の
 

異
常
な
 

の
 

を
 

遣
憾
な
 
 

く
 

現
 

は
し
て
 

居
る
。
 

だ
が
 

そ
れ
に
 

も
增
 

し
て
 

彼
の
 

、ひ
 

を
 

捕
へ
 

た
も
の
 

は
 

都
市
の
 

自
然
だ
っ
た
。
 

渡
船
、
 

乘
合
 

馬
車
、
 

ブ
 

t!
 

1 
ド
ウ
 

H
I
 

の
 

見
渡
し
、
 

彼
 

は
 

其
の
 

中
に
 

融
け
 

込
ん
で
 

し
ま
 

ふ
 

事
 

を
 

心
の
 

燃
料
と
 

し
た
。
 

乘
合
 

馬
車
 

0
 

騷
 

が
し
い
 

音
に
 

ま
ぎ
れ
 

込
ん
で
 

彼
 

は
よ
 

く
シ
 

ー 
ザ
 

ー 
や
 

リ
ツ
 

チ
ヤ
 

I 
ド
 

か
ら
 

火
の
 

や
う
な
 

文
 

句
 

を
 

拾
っ
て
 

高
 

誦
し
た
り
、
 

御
者
と
 

近
付
き
に
 

な
っ
て
 

晚
 

年
ま
で
 

名
を
覺
 

え
て
 

居
た
。
 

K
.
d
k
y
 
 

S
I
,
 

(
g
 
 

Kl
。p
ha
nt
 

そ
の
 

弟
の
 

Y
o
u
n
g
 
 

Kl
ep
ha
nt
 

と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

名
前
 

は
、
 

リ
ン
カ
 

ー 
ン
ゃ
 

ワ
シ
ン
ト
ン
と
 

同
様
の
 

横
 

威
 

を
 

提
げ
て
、
 

彼
の
畲
 

物
の
。
 

/
|
 

ジ
 

Q
 

上
 

に
 

挑
っ
て
 

居
る
。
 

(
"
A
 
 

B
r
o
a
d
w
a
y
 
 

pa
ge
an
t,
--
  

"
C
r
o
s
s
i
n
g
 
 

B
r
o
o
k
l
y
n
 
 

Fe
rr
y,
" 
 

"S
ta
rt
in
g 
 

fr
om
  

p
a
i
a
n
o
k
,
"
 
 

et
c.
) 

彼
 

は
 

萬
 

人
の
 

や
る
 

事
き
 

皆
ん
 

な
や
っ
た
。
 

法
律
家
、
 

醫
師
の
 

書
生
に
 

も
、
 

活
字
 

職
工
に
 

も
、
 

大
工
に
 

も
、
 

小
舉
 

校
の
 

敎
師
 

に
も
、
 

書
記
に
 

も
、
 

新
聞
記
者
に
 

も
、
 

請
負
業
者
 

に
も
な
 

つ
た
：
 

寢
坊
 

だ
っ
た
。
 

數
 

日
の
 

間
 

何
處
を
 

i
 

よ
っ
て
 

居
る
 

の
か
 

分
ら
な
い
 

と
 

S
 

ふ
と
、
 

ど
う
 

力
し
て
 

精
々
 

と
 

働
く
 

事
 

も
 

あ
る
。
 

そ
の
外
 

面
で
 

は
 

如
何
な
る
 

勞
働
 

者
よ
り
 

よ
い
 

勞
働
 

者
と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

出
来
な
か
っ
た
 

が
、
 

其
む
 

內
 

部
に
 

目
ま
ぐ
る
し
く
 

働
、
 

い
て
 

居
る
 

も
の
 

i 
あ
る
 

事
 

は
、
 

そ
の
 

兄
で
 

も
 

知
ら
な
か
っ
た
。
 

こ
の
 

三
十
 

男
の
 

心
の
奥
に
 

は
 

si
mm
er
 

す
 

る
 

何
者
か
 

ビ 
あ
つ
た
の
 

だ
。
 

そ
れ
 

を
 

彼
と
 

雖
 

も
ど
う
 

す
れ
ば
 

い
-
の
か
 

判
ら
な
か
っ
た
。
 

彼
 

は
 

何
時
も
の
 

通
り
 

ポ
ッ
ケ
 

ッ
ト
の
 

中
に
 

本
 

を
 

一
 

冊
 

入
れ
て
 

仕
事
に
 

出
た
。
 

晝
食
 

時
に
 

何
時
も
の
 

通
り
、
 

片
手
に
 

母
が
 

作
っ
た
 

サ
 

ン 

ド
ウ
 

ヰ
 

ツ
チ
 

を
 

握
っ
て
 

嚼
 

り
な
が
ら
、
 

も
う
 

一
 

つ
の
 

手
で
 

本
 

を
 

讀
ん
 

だ
-
 

そ
れ
 

は
 

偶
然
に
 

も
 

エ
マ
 

ー 
ソ
ン
の
 

乍
だ
っ
た
。
 

彼
 

は
 

in
 

舞
 

に
 

食
 

ふ
 

も
の
 

を
 

忘
れ
て
 

讀
ん
 

で
讀
ん
 

で
讀
ん
 

だ
。
 

此
の
 

時
 

亞
米
利
 

加
の
 

上
天
 

は
 

降
り
 

大
地
 

は
 

上
っ
て
 

大
き
な
 

拘
擁
 

を
し
た
 

の
 

を
 

歷
史
 

も
 

人
 

も
 

知
ら
す
 

に
 

し
ま
っ
た
の
 

だ
。
 

「
靈
の
 

法
則
」
 

「
自
然
 

論
」
 

「
 

自
矜
 

論
」
 

な
ど
 

を
 

彼
 

は
 

毎
日
 

持
っ
て
 

出
て
 

讀
ん
だ
 

結
果
 

si
m 

ョ 
er
 

し
 

つ
 

>f
 

あ
っ
た
 

も
の
が
、
 

と
う
/
 

bo
il
  

ov
er
 

し
た
と
 

皮
 

は
 

云
っ
て
 

居
る
 

c 

マ
ツ
 

チ
が
 

爆
裂
し
た
 

の
で
 

は
な
い
。
 

爆
彈
の
 

口
火
に
 

火
 

を
 

導
い
た
 

の
 

だ
"
 

ェ 
マ
 

ー 
ソ 

ン
が
彼
 

を
 

詩
人
と
 

し
た
の
で
 

は
な
い
 

o 
彼
の
 

詩
 

メ
カ
 

エ
マ
 

！•
 

ソ
ン
 

を
緣
 

に
し
て
 

眼
を
覺
 

ま
し
た
の
 

だ
。
 

彼
 

は
 

bo
il
  

ov
er
 

し
た
 

其
の
 

隨
 

間
か
ら
 

エ
マ
 

ー 
ソ
ン
と
 

は
 

全
く
 

違
っ
た
 

道
 



を
 歩
い
て
 
居
る
。
 
四
十
 
一
に
な
 
つ
た
 
時
、
 
彼
が
 

"
L
e
a
v
e
s
 
 of  Grass" 

の
 三
 版
を
發
 
行
す
 
る
爲
 
め
に
 
ボ
ス
ト
ン
に
 
行
っ
た
ら
、
 

K
 

十
六
の
 
分
別
盛
り
な
 

エ
マ
 

ー 
ソ
ン
 
は
、
 
理
^
 
盡
 し
て
 
彼
に
 
詩
の
 
改
訂
 
を
 求
め
た
。
 

二
人
 
は
 ボ
ス
ト
ン
の
 
大
道
 
を
 
二
月
の
 

蹇
ニ
 
時
間
 

と
 
云
 
ふ
 も
の
 
往
 
つ
た
り
 
來
た
 
り
し
て
 
論
じ
 
合
っ
た
。
 
主
と
 
な
っ
て
 
論
じ
た
 
の
 は
 
H
 
マ
 ー 
ソ
ン
だ
っ
た
 
が
、
 
其
の
 
理
論
の
 
透
 倣
と
 
M
:
^
 

の
 深
切
な
 
の
に
 
は
 彼
 も
 
返
す
 
曾
 葉
 を
 
知
ら
な
か
っ
た
。
 

二
 時
間
 
經
っ
 
て
か
ら
 
エ
マ
 

I 
ソ
ン
 
は
 彼
に
 
向
っ
て
 

「
で
、
 
お
は
 
ど
う
は
 
ふ
 

と
 
云
っ
た
。
 
彼
 は
 

r
 私
 は
 
一
言
 
も
 
答
 
へ
ら
れ
ま
せ
ん
 
が
、
 
私
 は
 益
 
i
s
 
分
の
 
說
 を
！
：
 
執
し
て
 
こ
れ
 
を
校
範
 
と
す
る
 
S
 
に
^
め
ろ
^
 

に
 

あ
り
ま
せ
ん
」
 

と
 
云
 
ひ
 放
っ
た
。
 
而
 し
て
 
二
人
 
は
 睦
ま
じ
く
 
食
事
 
を
 共
に
 
し
て
^
れ
た
。
 

彼
の
 
詩
の
 
初
版
が
 
出
た
 
の
 は
 
三
十
 
六
の
 
時
 だ
。
 
彼
 は
 自
分
で
 
字
 を
 組
ん
で
 
自
分
で
 
印
刷
し
た
。
 
簿
ぃ
 
冊
子
が
 
弱
い
 
お
の
 
や
う
に
^
 

も
 薄
く
 
こ
の
 
世
に
 
生
れ
た
。
 
こ
れ
か
ら
 

-  Leaves  of  Grass  " 
は
 其
の
 
著
^
の
 
生
長
と
 
共
に
 
生
長
し
て
 
行
く
 
の
で
 
あ
る
。
 

一 一-版！ * 

は
 
あ
の
 
大
膽
 
不
礙
な
 

" 
Children  of  A

d
a
 ョ
"
 

と
 
-
c
a
l
a
m
u
s
-
 
が
 附
け
加
 
へ
ら
れ
、
 
更
に
 
其
の
後
に
 

"
G
s
n
-
.
T
a
p
s
,
 

と
 
云
 
ふ
 

戰
陣
の
 
詩
が
 
這
 入
っ
て
、
 
彼
 を
 
不
朽
に
 
す
べ
き
 
記
念
碑
 
は
 成
り
立
っ
た
。
 

彼
の
 
詩
 は
 誤
解
と
 
迫
害
と
の
 
十
字
火
 
を
 ゆ
っ
た
。
 
發
 行
が
 

妨
げ
ら
れ
た
 
ば
か
り
で
 
な
い
、
 
彼
 は
こ
れ
 
が
爲
 
め
に
 
ワ
シ
ン
ト
ン
に
 
於
け
 
る
專
寶
 
特
許
 
局
か
ら
 
免
せ
 
さ
せ
ら
れ
た
。
 

H 
マ，' 

ゾ
：
 

や
う
な
 
無
私
な
 
人
で
 
も
、
 
人
前
 
を
 
か
ね
て
 
心
に
 
も
な
い
 
事
 を
 云
っ
た
 
形
跡
が
 
あ
る
。
 

一
 冊
 を
 
力
 
ー 
ラ
イ
ル
に
 
送
っ
た
 
時
 添
へ
 
た
 ̂
'
紙
 

の
 如
き
 
は
、
 
明
か
に
 
米
國
 
の
野
蠻
 
人
と
 
昆
 下
さ
れ
る
 
の
 を
 
恐
れ
る
 
か
の
 
や
う
に
、
 
自
分
が
 
英
國
 
人
で
 
ピ
も
 
あ
る
 
風
た
 
物
 
St." ひ

ぶ
 
A 

し
て
 
彼
 を：：： 下

し
て
 
居
る
。
 

ホ
ヰ
ッ
 
ト
マ
 

ン が
か
-
 
-
る
默
 
殺
と
 
罵
詈
と
の
 
問
に
 
立
っ
て
 
取
っ
た
 
態
度
 
は
凉
 
し
い
 
大
き
な
 
も
の
だ
っ
た
。
 

彼
 は
 未
來
の
 
勝
利
 
を
 
叫
 

か
に
 
見
得
る
 
超
人
の
 
如
く
に
 
惯
値
 
あ
る
 
者
の
 
何
時
か
 
は
 世
 を
 
征
服
す
べ
き
 
を
 信
じ
て
 
疑
 は
ぬ
 
樂
ー
 大
^
の
 
如
く
に
、
 
平
^
で
^
 
ふ
 
t- 

初
 
一
 念
を
飜
 
へ
 す
 事
 を
し
 
な
か
つ
 
た
。
 

I 
 

kn
ow
  

I 
 

am
  

de
at
hl
es
s 
 

； 

ワ
ル
ト
.
 
ホ
ヰ
ヴ
 
ト
マ
 

ン 
一 斷
面
 
 

一 六
 五
 



有
 

島
武
郎
 

全
集
 
笫
五
卷
 
 

ニ
ハ
六
 

】 
J
s
o
w
 
 

th
is
  

or
bi
t 
 

of
  

m
m
 

ひ 
ca
nn
ot
 

び 
ひ 

sw
.e
f>
t 
 

b
y
 
 

th
e 
 

ca
rp
en
te
rs
  

co
mp
as
s;
 

I 
 

k
n
o
w
 
 

I 
 

sh
al
l 
 

no
t 
 

pa
ss
  

li
ke
  

a 
 

ch
il
cr
s 
 

ca
rl
ac
ue
  

cu
t 
 

wi
th
  

a
 
 

bu
rn
t 
 

st
ic
k 
 

at
  

ni
eh
t.
 

. 
I 

に
 

n
o
w
 
 

I 
 

a
m
 
 

au
gu
st
: 

； 

I 
 

cl
o 
 

no
t 
 

tr
ou
We
  

m
y
 
 

sp
ir
it
  

to
  

vi
nd
ic
at
e 
 

it
se
lf
  

or
  

be
  

un
de
rs
to
od
; 

I 
 

se
ra
  

th
at
  

th
e 
 

cl
e 

ョ 
nt
ar
y 
 

la
ws
  

ne
ve
r 
 

a
l
s
l
o
n
z
e
;
 

(
 

i 
re
ck
on
  

J-
  

b-
dl
av
e 
 

no
t 
 

p>
ro
ud
c:
r 
 

tl
ia
n 
 

th
e 
 

】c
vd
  

I 
 

pl
an
t 
 

m
v
 
 

Ii
ou
sc
  

L>
y,
  

ci
ft
cr
  

al
l.
) 

I 
 

ex
is
t 
 

as
  

I 
 

am
  

I
 
 

th
ai
; 
 

in
  

cn
ou
ra
h 
 

； 

If
  

no
  

ot
he
r 
 

m
 
 

th
e 
 

wo
rl
d 
 

he
  

a\
v.
!r
c,
  

I 
 

si
t 
 

co
nt
en
t;
 

A
n
d
 
 

it
  

ea
ch
  

an
<i
  

al
l 

Ij
 

ひ 
rl
wa
re
, 
 

I 
 

si
t 
 

co
nt
en
t.
 

O
n
e
 
 

\v
or
】」
 

13
  

aw
ar
e,
  

an
d 

l)
y 
 

fa
r 
 

th
e 
 

la
rg
es
t 
 

to
  

m
e
,
 
 

an
d 
 

th
at
  

is
  

m
v
 

二
 
「
；
 
 

• 

An
tl
  

wh
et
he
r 
 

I 
 

c
o
m
e
 
 

to
 

ョ 
v 
 

o
w
n
 
 

to
-d
av
, 
 

or
  

in
  

te
n 
 

th
ou
sa
nd
  

or
  

te
n 
 

mi
ll
io
n 
 

ye
ar
s,
 

■
 
 

ca
n 
 

ch
ee
rf
ul
ly
  

ta
k 

ひ 
it
  

n9
v,
  

or
  

wi
th
  

eq
ua
l 
 

ch
ee
rf
ul
ne
ss
  

I 
 

ca
n 
 

wa
it
. 

r 
 

W
a
l
t
 
 

w
h
i
t
m
a
n
.
"
 

彼
が
 

北
 

や
 

南
で
 

新
聞
の
 

編
輯
に
 

從
 

事
し
て
 

居
る
 

頃
、
 

米
國
は
 

一
 

つ
の
 

大
き
な
 

試
み
に
 

會
 

つ
て
 

呻
い
て
 

居
た
 

U 
 

. 米
國
の
 

第
二
次
 

獨
立
 

戰
爭
と
 

云
 

は
る
 

\ 
南
北
 

戰
爭
は
 

其
の
 

徵
候
を
 

到
る
 

所
に
 

現
 

は
し
て
 

居
た
 

C 
彼
 

は
 

其
の
.
 

生
れ
 

故
 

鄉
の
關
 

係
か
ら
 

云
っ
て
も
 

本
來
の
 

性
情
 

か
ら
 

云
っ
て
も
 

純
血
 

種
の
 

扠
隸
廢
 

止
 

論
で
 

あ
つ
た
が
、
 

愈
ぶ
 

戰
が
 

起
っ
て
 

其
の
 

兄
^
の
 

一
 

人
が
 

戰
 

地
で
 

負
傷
す
 

る
と
、
 

彼
 

は
 

何
も
 

か
 

も
 

偖
て
 

置
い
て
 

其
の
 

看
護
の
 

爲
 

め
に
 

ワ
シ
ン
ト
ン
に
 

走
っ
た
。
 

"
L
e
a
v
e
s
 
 

of
  

Gr
as
s"
 

の
 

第
 

一
 

及
び
 

第
二
 

皈
は
、
 

此
の
 

國
民
的
 

大
^
 

亂
の
 

渦
中
に
 

埋
も
れ
て
 

世
か
ら
 

忘
れ
ら
れ
 

た
の
 

を
 

彼
 

は
 

忘
れ
て
 

居
た
。
 

物
々
 

し
い
 

南
 

人
の
 

振
舞
 

だ
、
 

多
寡
が
 

一
揆
の
 

類
に
 

何
ん
 

の
^
 



備
 が
い
る
 
も
の
 
か
と
 
云
ふ
氣
 
構
へ
 
で
、
 
北
方
の
 
兵
士
 
は
 南
 人
 を
 引
つ
 
捕
へ
 
て
 縛
り
上
げ
る
べ
き
 
繩
を
 
用
意
し
て
、
 
*
 歌
 ま
じ
り
で
 
小
 m 

に
 向
っ
た
。
 
然
し
 
そ
れ
 
は
 
恐
ろ
し
い
 
打
^
の
 
誤
り
だ
っ
た
。
 

wu】l 
の
 
一
 戰
 
に
^
く
 
も
微
 
瘦
 
に
 敗
ら
れ
た
 
北
：
 水
 は
、
 
^
の
 

ぼ
く
と
 
降
り
し
き
る
 
中
 
を
意
氣
 
沮
喪
し
て
 
ワ
シ
ン
ト
ン
 

に
 逃
げ
 
歸
 
つ
た
。
 
こ
れ
か
ら
の
 

ヮ
 
シ
ン
 
ト
ン
 
は
 中
央
政
府
の
^
 
位
で
、
 

-, 

と
共
に
 
混
亂
と
 
悲
慘
を
 
極
め
た
 
一
大
 
病
院
に
 
化
し
て
 
し
ま
っ
た
。
 
凡
て
の
 
大
き
な
^
 
物
と
 
云
 
ふ
^
 
物
に
 
は
负
慯
 
お
が
 
溢
れ
て
 
冲
 
い
て
 

居
た
。
 
專
赍
 
特
許
 
局
の
 
見
事
な
 
標
本
の
 
間
か
ら
 
も
 
遝
命
を
 
呪
 
ふ
 患
者
の
 
聲
が
 
漏
れ
た
。
 
彼
 は
 
兄
の
 
病
氣
が
 
癒
え
て
も
 
此
虚
を
 
去
る
 
お
 

が
出
來
 
な
く
な
っ
た
 

そ
れ
か
ら
 
滿
 
三
年
と
 
云
 
ふ
 も
の
、
 

こ
の
 
熊
の
 
や
う
な
^
 
は
鸠
の
 
や
う
な
 
心
に
 
鞭
 た
れ
て
^
 
護
夫
と
 
な
つ
た
：
 

"
S
p
e
c
i
m
e
n
 
 D
a
y
s
 
 in  A

m
e
r
i
c
a
"
 

の
 中
に
 
描
か
れ
た
 
此
の
 
一
二
 年
間
の
 

Outline  sketch 
は
 
ト
ル
ス
ト
イ
の
 

「
 戰
爭
と
 
平
和
」
 
f
 

比
 敵
す
べ
き
 
深
刻
な
 

epic 
だ
と
 
私
 は
 思
 
ふ
。
 
彼
 は
單
に
 
病
に
 
侍
し
た
 
ば
か
り
で
 
は
な
い
、
 

そ
の
 
若
于
 
も
な
い
 
金
 璲
を
 
ひ
つ
く
 
り
か
 

へ
し
て
、
 
あ
り
っ
た
け
 
美
味
い
 
も
の
 
や
 文
房
具
の
 
や
う
な
 
も
の
 
を
 買
っ
て
、
 
寓
遍
 
な
く
 
忠
 お
に
 
分
け
た
。
 
^
人
の
 
傍
に
 
つ
い
て
 
伙
^
 

な
 好
意
 
あ
る
 
話
 相
手
 
と
も
な
っ
た
。
 

又
 文
字
の
 
な
い
 
者
の
 
爲
 め
に
 
手
鉞
も
 
害
い
た
 

(
母
 ゃ
戀
 
人
に
^
る
 
乎
 紙
 は
 入
念
に
 
優
し
く
 
力
い
 

て
 
や
っ
た
 
と
 
彼
 は
 
云
っ
て
 
居
る
)
。
 
斯
う
し
て
 
彼
 は
 生
き
た
 
亞
米
利
 
加
、
 生
き
た
 
人
逍
 
と
、
 
血
 を
 兌
る
 
や
う
な
 
接
觸
 
を
し
た
。
 
收
^
。
 

混
亂
に
 
人
々
 
が
氣
 
を
上
づ
 
ら
し
て
 
居
る
 
時
 黑
衣
を
 
纏
っ
て
、
 
毅
然
た
 
る
 面
 持
に
 
日
顷
の
 
人
柄
 
も
 
忍
ば
れ
る
 
老
中
 

人
が
、
 
雨
に
 
ぬ
れ
な
 

が
ら
 
兵
士
の
 
間
に
 
食
物
 
を
 分
つ
 
光
景
、
 
若
い
 
兵
士
の
 
傍
に
 
附
添
ふ
 
母
の
 
や
う
な
 
老
 看
護
 

傷
の
 
癒
え
た
 
兵
士
と
 
共
、
 に
ま
^
;
 
ハ
^
に
 

立
っ
て
、
 
天
使
の
 
や
う
に
 
讃
美
歌
 
を
謠
ふ
 
若
い
 
看
護
婦
、
 
米
 國
全
國
 
民
の
菩
 
憂
 を
^
さ
う
 
に
 眉
 問
に
 
擔
 
つ
て
、
 

人
 S
i
 の. は

-
^
 か
ら
.
^
 

く
 
悲
哀
と
、
 
確
信
の
 
聖
壇
か
ら
 
漏
れ
る
 
法
悅
 
と
を
顏
 

一
 面
に
 
漲
ら
し
な
が
ら
、
 

一
 隊
の
 
兵
士
に
 
護
衞
 
せ
ら
れ
て
 
ぉ
ポ
 
を
驅
る
 
犬
^
 
W
 

リ
ン
カ
 

ー 
ン
、
 
そ
の
 
測
に
 
小
さ
く
 
蟠
る
 
そ
の
 
愛
兒
、
 
肩
章
 
は
い
か
め
 
し
く
 
飾
り
な
が
ら
、
 
お
め
く
 

と
 逃
げ
 
歸
 
つ
て
 
ワ
シ
ン
ト
ン
 
あ
 

1
 の
 旅
館
に
 
し
た
り
 
顔
す
 
る
 
一
群
の
 
將
校
、
 
雨
に
 
濡
れ
 
そ
ぼ
っ
て
 
居
る
 
尻
尾
か
ら
 
水
 を
 滴
ら
し
て
 
立
ち
 
盡
す
 
一
列
の
^
 
お
、
 
り
ん
に
 

見
た
 
大
統
領
 
{
R
 舍
、
 
生
に
 
還
る
 
驚
^
、
 
死
に
 
赴
く
 
苦
悶
、
 
憤
怒
、
 
涕
泣
、
 
大
笑
、
 
切
齒
 
…
…
 

、 
彼
 は
 凡
て
 
そ
れ
 
等
の
 
中
に
、
 
そ
の
す
 ム 

ワ
ル
ト
 

• ホ
ヰ
プ
 
ト
マ
 

ン 
一 斷
面
 
 

一 六
 七
 



有
 

島
武
郞
 

仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

1 
六
 

八
 

大
な
 

同
情
 

を
以
 

て
 

溶
け
込
ん
で
 

し
ま
っ
た
。
 

彼
 

は
 

何
時
し
か
 

リ 
ン
カ
 

ー 
ン
と
 

挨
拶
し
 

合
 

ふ
 

程
の
 

知
り
合
 

ひ
と
な
 

つ
て
 

居
た
。
 

あ
る
 

時
 

彼
が
 

其
の
 

長
大
な
 

體
を
聳
 

や
か
し
て
 

往
來
 

を
 

歩
い
て
 

居
る
 

の
 

を
 

見
た
 

大
統
領
 

は
、
 

側
に
 

居
 

合
 

は
せ
 

た
 

人
 

を
 

顧
み
て
 

「
あ
そ
こ
に
 

一
 

人
の
 

男
が
 

歩
い
て
 

居
る
」
 

と
 

云
っ
た
 

さ
う
 

だ
、
 

兎
に
も
角
に
も
 

其
の
 

當
 

時
の
 

ヮ
シ
 

ン 
ト
ン
 

市
 

は
よ
 

く
壞
れ
 

も
せ
す
 

に
こ
の
 

大
き
な
 

一 
一
人
の
 

男
 

を
 

抱
き
 

か
 

i 
へ
て
 

居
た
 

も
の
 

だ
。
 

戰
爭
は
 

遂
に
 

終
 

つ
た
。
 

而
 

し
て
 

リ
ン
カ
 

ー 
ン 

は
 

殺
さ
 

れ
て
 

し
ま
っ
た
。
 

ヮ
ル
 

ト 
は
戰
爭
 

中
 

の
功
勞
 

に
よ
っ
て
 

特
許
 

局
 

に
 

書
記
 

の
 

位
 

置
 

を
 

得
た
 

が
 

- 
 

Le
av
es
  

of
  

〇r
as
s 
 

" 
の
 

著
者
た
 

る
か
 

ど
で
 

免
職
に
 

な
っ
て
 

他
の
 

役
所
に
 

移
っ
た
。
 

其
の
 

中
に
 

戰
爭
 

中
の
 

疲
勞
が
 

出
 

て
 

中
風
に
 

な
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

フ 
イ
ラ
 

デ
ル
フ
ィ
 

ャ
の
 

郊
外
の
 

キ
ャ
ム
デ
ン
で
、
 

始
め
は
 

兄
の
 

家
に
、
 

後
で
 

は
 

電
車
の
 

車
掌
 

夫
婦
 

を
 

同
居
 

人
に
 

置
い
て
 

靜
 

か
に
 

餘
生
を
 

達
っ
て
 

此
の
世
 

を
 

去
っ
た
。
 

彼
が
 

南
北
 

戰
爭
 

で
、
 

人
と
、
 

人
の
 

事
業
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

を
 

知
っ
た
 

や
う
に
、
 

キ
ャ
ム
デ
ン
の
 

幽
棲
で
 

自
然
と
 

云
 

ふ
 

も
の
と
 

默
會
 

し
た
。
 

そ
れ
 

は
 

彼
の
 

詩
の
 

凡
て
が
 

證
 

明
を
與
 

へ
て
 

居
る
、
 

彼
 

は
 

草
の
 

語
る
 

を
 

聞
き
、
 

木
の
 

歩
む
 

を
 

見
た
。
 

而
 

し
て
 

自
然
と
 

人
類
と
 

自
己
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

を
 

全
く
 

融
合
し
た
。
 

彼
の
 

指
す
 

所
に
 

人
類
 

は
 

歩
む
。
 

彼
の
 

叫
ぶ
 

所
に
 

自
然
 

は
 

呼
ぶ
。
 

見
 

給
へ
、
 

念
々
 

刻
々
 

向
上
し
 

發
展
 

し
て
 

や
ま
ぬ
 

人
の
 

群
れ
の
 

勇
ま
し
い
 

歩
み
。
 

永
世
 

を
喑
 

示
し
て
、
 

人
の
 

耳
に
 

は
餘
 

り
に
 

高
き
 

歌
 

を
 

奏
で
な
が
ら
、
 

私
 

等
 

を
 

圍
む
無
 

際
の
 

自
 

然
 

そ
れ
が
 

ホ
 

ヰ
ッ
ト
 

マ 
ン 

そ
の
 

人
 

だ
。
 

I 
 

w:
li
  

ef
fu
se
  

eg
ou
s 

ョ,
 

a
n
d
 
 

s
h
o
w
 
 

it
  

un
de
rl
yi
ng
  

a
l
l
 
 

an
(I
  

i 
 

wi
ll
 

Le
  

th
e 
 

ba
rd
  

of
  

pe
rs
on
al
it
y 

; 

A
n
d
 
 

I 
 

wi
ll
  

s
h
o
w
 
 

of
  

ma
le
  

a
n
d
 
 

f」
na
lc
  

th
at
  

ei
th
er
  

is
  

bu
t 
 

th
s 
 

eq
ua
l 
 

of
  

th
e 
 

ot
he
r 
 

； 

A
n
d
 
 

se
xu
al
  

o
^
p
-
^
 
 

a
n
d
 
 

ye
ts
! 
 

d
o
 
 

yo
u 
 

co
nc
en
tr
at
e 
 

in
  

m
e
 
 

fo
r 
 

I 
 

a
m
 
 

de
te
rm
in
、d
  

to
  

te
ll
 

vo
u 
 

wi
th
  

co
ur
ag
eo
us
 

( 
一 

"I
r 
 

vo
ic
e,
  

to
  

Dr
ov
e 
 

y
o
u
 
 

il
lu
st
ri
ou
s;
 

A
n
d
 
 

I
 
 

wi
ll
  

s
h
o
w
 
 

th
at
  

th
er
e 
 

is
  

n
o
 
 

im
pe
rf
ec
ti
on
  

in
  

th
e 
 

p
r
e
s
e
n
t
 
 

a
n
d
 
 

ca
n 
 

be
  

n
o
n
e
 
 

in
  

th
e 
 

fu
tu
re
; 



A
n
d
 
 

I
 
 

wi
ll
  

s
h
o
w
 
 

tl
ia
t 
 

wh
at
ev
er
  

h
a
p
p
e
n
s
 
 

to
  

a
n
y
b
o
d
y
,
 
 

it
  

m
a
y
 
 

ho
  

tu
 

ヨ
、
 

d 
 

to
  

be
au
ti
fu
l 
 

re
su
lt
s 

I
 

a
n
d
 
 

I
 
 

wu
l 

s
h
o
w
 
 

th
at
  

no
th
in
g 
 

ca
n 
 

h
a
p
p
e
n
 
 

m
o
r
e
 
 

b
e
a
u
 
 

th
an
  

de
at
h 

: 

A
n
d
 
 

I
 
 

wi
l】
  

th
re
ad
  

a
 
 

th
re
ad
  

th
ro
ug
h 
 

4
 
 

p
o
e
m
s
 
 

th
at
  

ti
me
  

an
d 
 

ev
en
ts
  

ar
e 
 

co
mp
ac
t.
 

A
n
a
 
 

th
at
  

al
l 
 

th
e 
 

th
in
gs
  

of
  

th
e 
 

un
iv
er
se
  

ar
e 
 

pe
rf
ec
t 
 

mi
ra
cl
es
, 
 

ea
ch
  

a
s
 
 

pr
of
ou
nd
  

as
  

an
y.
 

(s
ta
rt
in
g"
  

fr
om
  

P
a
u
m
a
n
o
c
k
 

し
 

私
 

は
 

明
か
に
 

玆
に
豫
 

言
す
 

る
 

事
が
 

出
来
る
。
 

私
の
 

内
部
の
 

聲
が
 

I
.
 

習
俗
に
 

よ
っ
て
 

卷
ひ
 

成
さ
れ
た
 

私
か
ら
 

お」
 

い
て
 

ペ
レ
グ
 

ノ
ン
 

の
 

所
謂
 

純
 

粹
持
糗
 

の
 

中
に
 

投
入
し
た
 

私
の
 

聲
が
 

I
J
 

私
に
 

告
げ
る
 

所
に
 

よ
れ
ば
、
 

ホ
ヰ
ッ
 

ト
マ
 

ン
は
來
 

る
べ
き
 

時
 

t
 

を
^
み
 

u
r
 

お
 

の
聲
 

で
あ
る
。
 

ホ
 

ヰ
ッ
ト
 

マ
ン
の
 

思
想
に
 

避
く
べ
き
 

何
者
 

も
な
い
。
 

生
活
の
 

充
實
 

し
た
 

部
分
で
 

彼
に
 

觸
れ
 

て
兑
 

給
へ
、
 

彼
ケ
 

が
さ
 

膚
觸
 

り
を
與
 

へ
 

る
 

も
の
 

は
復
 

た
と
 

あ
る
ま
い
。
 

私
 

は
 

彼
の
 

慰
藉
と
 

鞭
撻
と
 

を
季
 

る
。
 

慰
藉
と
 

鞭
撻
、
 

そ
ん
眷
 

葉
は
 

彼
に
 

適
 

は
な
い
。
 

彼
の
 

撫
愛
と
 

f
 
 

。 
 
n
r
 

る
 
o
 
 

Oa
rc
ss
  

cu
"c
 

へ
】
 

九
 

I 
三
年
 

六
月
 

二
十
 

口
、
 

r.
 

^
武
分
 

報
」
 

所
^
 

U
 
九
 
I 九

 年
 
一 月

、
 
「
大
 觀
，
 所
 あ
 
s
r
^
 

ワ
ル
ト
.
 

ホ
ヰ
"
 

ト 
マ
ン
 
 

一
^
面
 

一 ナ
 
九
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*  4 

草
の
葉
 

(
ホ
 
ヰ
ッ
ト
 
マ
ン
 
に
關
 
す
る
 
考
察
)
 

「
 
：： 

に
。
、
 
優
し
 
い
 草
の
葉
。
 
冬
枯
れ
 
も
お
 
前
 を
 凍
え
死
に
さ
せ
る
 
事
 は
し
 
ま
レ
 

毎
年
お
 
前
 は
萠
ぇ
 
出
て
 
來
る
 
—
 
隱
れ
 
退
い
た
 
そ
の
 
所
か
ら
 
お
前
 
は
ま
た
 
芽
 を
 
ふ
 く
だ
ら
う
。
 

行
き
す
 
り
に
 
ど
れ
 
だ
け
の
 
人
が
 
お
前
 
を
 見
つ
け
 
出
し
て
、
 

そ
の
 
か
す
か
 
I
 
ひ
 を
，
 
わ
け
る
 
か
、
 
心
細
い
—
 
け
れ
ど
も
 
全
 4
 

5
 

と
 

は
 

云
へ
 
ま
い
。
 
 

， 

t
 
た
 わ
 
や
か
な
 
草
の
葉
よ
。
 
私
の
 
血
の
 
華
よ
。
 
お
前
の
 
胸
に
 
を
 
さ
め
た
 
思
 
ひ
ど
 
ほ
り
 
を
、
 
お
前
な
 
り
に
 
云
っ
て
 
見
ろ
 

•：.： 
」
 

"
S
c
c
n
t
a
l
 
 H
e
r
b
a
g
e
 
 of  K

T
y
 
 Breast.- 

凡
て
の
 
も
の
 
は
 分
ち
 
さ
い
 
I
 
れ
 る、) 

羊
 は
 獅
子
か
ら
、
 

子
 は
 親
か
ら
、
 
i
t
 

人
は
秦
 
か
ら
、
 
過
去
 
は
未
來
 
か
ら
、
 

p
 し
 
5
 
魔
は
种
 
か
ら
。
 

こ
の
 
痛
ま
し
い
 
分
裂
 
は
 容
赦
な
 
く
 
私
の
 
內
部
 
に
も
 
漲
っ
て
 
ゐ
る
。
 
考
へ
 
る
と
 

め
た
 
瞬
間
か
ら
 

こ
の
 
分
裂
の
 
種
子
 
は
播
 
か
れ
た
。
 

一
方
の
 
磁
極
に
 
近
づ
い
て
、
 
そ
の
 
極
の
 
力
に
 
飽
和
さ
れ
 
た
鐵
片
 
が
、
 急
に
 
そ
の
 
極
 を
 反
撥
し
て
 
他
の
 

磁
極
に
 
移
り
、
 
又
 他
の
^
か
ら
 
同
じ
 
過
程
 
を
 
踏
ん
で
 
前
の
 
極
に
 
歸
る
 
や
う
に
、
 
私
の
 
魂
 は
 中
 有
 を
 電
光
 
形
に
 
照
ら
し
な
 
力
ら
 
進
ん
で
 
行
 

く
。
 
 f
K
c
c
e
H
 
纖
 

一
の
 議
に
、
 

一一 イ
チ
 
ヱ
が
 
し
た
 
偽
ら
ざ
る
 
吿
白
 
は
、
 
い
み
 
じ
く
 
も
 
私
の
 
魂
の
 
傾
向
 
を
 
云
ひ
盡
 
し
た
 
も
の
で
あ
る
 

何
故
 
人
 
ま
 
二
き
 
秦
 
A
f
e
r
 よ
の
 
だ
ら
 
う
。
 

一
つ
の
 
魂
 
I
 
事
し
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
 
ま
の
に
、
 

人
 
は
 何
故
 
二
つ
の
 
主
に
 
y
 

て
ゐ
 
る
の
 
を
、
 
あ
る
べ
き
 
事
と
 
思
っ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
ら
 
う
。
 
假
 り
に
 
純
一
の
 
生
活
 
を
 
心
が
け
て
 
ゐ
る
 
人
が
.
 あ
っ
て
も
、
 

そ
れ
 
は
 要
す
る
 



に
 

程
度
に
 

於
て
 

だ
。
 

印
度
の
 

峻
烈
た
 

婆
羅
門
の
 

徒
 

も
、
 

榮
養
攝
 

取
の
 

機
能
 

を
 

全
く
 

捨
て
る
 

事
が
 

出
來
 

な
い
。
.
 

^
蹶
.
 

の
 

極
端
な
 

ア
ナ
 

ク
 

レ
オ
ン
の
 

徒
 

も
、
 

何
 

か
の
 

機
會
に
 

起
る
 

靈
€
 

要
求
か
ら
 

自
由
で
 

あ
る
 

事
 

は
出
來
 

な
い
。
 

こ
の
 

i
S
 

け
な
い
 

生
^
 

分
裂
の
 

桎
枯
 

に
お
 

げ
ら
 

れ
 

な
が
ら
、
 

人
 

は
 

そ
れ
が
 

與
 

へ
ら
れ
た
 

遝
 

命
の
 

不
可
 

杭
な
 

絶
對
命
 

今
-
と
 

思
 

ひ
こ
ん
で
 

ゐ
る
。
 

而
し
 

て
こ
の
 

奇
怪
な
^
 

赏
を
见
 

凝
め
る
 

事
な
 

し
に
、
 

そ
の
 

事
實
 

か
ら
 

出
發
 

し
て
、
 

曲
り
 

な
り
に
 

も
 

自
分
 

達
の
^
 

活
を
 

調
節
し
 

よ
う
と
 

試
み
て
 

ゐ
る
。
 

人
の
^
^
 

は
こ
の
^
で
 

旣
に
^
 

敢
 

な
い
。
 

人
 

は
 

睨
み
合
 

ふ
。
 

人
は
爭
 

ひ
 

合
 

ふ
。
 

人
 

は
 

慯
け
合
 

ふ
。
 

而
 

し
て
 

そ
 

C
 

後
味
と
 

し
て
 

救
 

ひ
 

難
い
 

悲
哀
と
 

怨
^
と
 

絶
や
：
 

と
 を
^
の
 
上
に
 
殘
す
。
 

人
 

は
 

何
^
ま
で
も
 

か
う
 

し
て
 

居
れ
ば
 

い
 

\ 
の
か
。
 

居
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
か
。
 

こ
れ
が
 

人
 

化
の
 

あ
る
べ
き
 

姿
な
 

の
か
。
 

地
^
 

は
 

夜
の
 

陰
影
の
 

外
に
、
 

更
に
 

こ
の
 

陰
影
の
 

爲
 

め
に
 

喑
 

く
さ
れ
て
 

ゐ
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
か
。
 

そ
れ
 

を
 

私
は
敎
 

へ
て
 

K
 

ひ
た
い
。
 

そ
れ
 

を
 私
 は
 徹
底
し
た
い
。
 

私
 

は
 

恐
怖
と
 

期
待
と
 

を
 

以
て
、
 

こ
の
 

內
 

部
の
 

分
裂
の
 

始
末
の
 

出
來
 

な
い
や
う
 

に
 

段
々
 

と
 

大
き
く
な
 

り
稅
雜
 

し
て
 

來
 

る
の
 

を
れ
^
 

つ
 

て
ゐ
 

る
。
 

何
故
か
-
 

1 
る
悲
慘
 

な
內
 

部
の
 

傾
向
 

を
 

見
守
る
 

か
な
ら
 

ば
、
 

私
 

は
 

そ
れ
に
よ
 

つ
て
、
 

私
の
 

生
活
が
 

今
の
 

入
々
 

の
尘
^
 

と
お
：
 

堅
く
 

結
び
 

附
 

け
ら
れ
て
 

ゐ
 

る
の
 

を
體
 

達
す
る
 

か
ら
だ
と
 

云
 

は
う
。
 

何
故
 

今
に
 

生
き
る
 

$
 

が
 

私
 

を
 

喜
ば
す
 

か
な
ら
 

ば
"
 

生
命
 

は
 

今
の
 

外
 

に
 

は
な
い
、
 

今
が
 

生
命
で
 

あ
る
か
ら
 

だ
と
 

云
 

は
う
。
 

謂
 

は
 

ビ
糜
斓
 

し
た
 

魂
 

—
—
 

な
-
は
 

そ
れ
 

を
經
驗
 

す
る
。
 

私
 

は
 

カ
を
缺
 

い
て
 

は
ゐ
な
 

い
、
 

力
の
 

カ
を
缺
 

い
て
 

ゐ
る
"
 

私
 

は
か
の
 

ボ
.
 

I 
ド
レ
 

ー 
ル
の
 

や
う
に
 

酒
 

を
 

被
っ
て
 

路
頭
に
 

倒
れ
 

呻
 

き
 

は
し
な
い
。
 

义
 

路
^
に
 

倒
れ
 

f-
 

き
な
が
ら
、
 

喑
ぃ
 

寺
院
の
 

戶
 

口
に
 

這
 

ひ
よ
 

つ
て
、
 

人
 

問
に
 

は
あ
り
 

得
な
い
 

程
 

痛
烈
な
 

饿
悔
の
 

ん，
 

叶
ぬ
 

物
と
 

共
に
 

叶
-
き
 

出
す
^
 

は
—
 

な
い
。
 

外
面
に
 

擴
 

が
る
 

力
 

を
 

授
か
ら
な
か
っ
た
 

私
 

は
、
 

形
に
 

現
 

は
し
て
 

自
己
 

内
部
の
 

矛
 

W
 

を
 

人
々
 

に
 

物
語
っ
て
 

開
か
せ
た
^
-
に
た
 

「 

^
し
な
が
ら
 

憐
れ
む
べ
き
 

魂
 

は
、
 

健
全
な
 

肉
の
 

中
に
 

閉
ぢ
 

こ
め
ら
れ
な
が
ら
，
 

M
i
 

—
—
 

あ
ま
り
に
 

M
-
 

よ 
—
—
 

そ
の
が
 

を
跺
り
 

人
.
！
 

て
ゐ
ろ
 

。 
嗚
呼
 

私
 

は
 

何
ん
 

に
も
 

知
ら
な
い
。
 

然
し
 

何
ん
で
も
 

知
っ
て
 

ゐ
る
。
 

私
も
亦
 

今
の
 

人
々
 

と
共
に
 

苦
し
ん
で
 

ゐ
る
、
 

ぉ
揽
 

い
て
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一 七
 二
 

ゐ
る
。
 
私
 は
こ
の
 
苦
痛
と
 
焦
慮
と
 
を
 謹
ん
で
 
今
に
 
生
き
る
 
凡
て
の
 
人
々
 
に
 捧
げ
た
い
 
と
 思
 ふ
。
 
貴
方
 
だ
け
が
 
苦
し
ん
で
 
ゐ
 る
の
で
 
は
 

な
い
。
 
私
 だ
け
が
 
苦
し
ん
で
 
ゐ
 
る
の
で
 
は
な
い
。
 
貴
方
と
 
私
と
 
は
 生
活
の
 
何
處
 
か
で
 
手
 を
つ
な
 
ぎ
 合
 は
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
お
 互
に
 
程
 

度
と
 
云
 
ふ
 皮
相
な
 
見
斷
 
を
^
 
無
し
て
 
考
 
へ
よ
う
。
 
而
 し
て
 
互
が
 
同
 
一 の

 悲
し
い
 
運
命
に
 
よ
っ
て
 
堅
く
 
結
ぴ
附
 
け
ら
れ
て
 
ゐ
る
 
事
を
實
 

感
 

し
ょ
う
。
 

而
し
 

て
靜
か
 

に
お
 

互
の
 

魂
に
 

耳
 

を
 

傾
け
よ
う
 

で
は
な
い
 

か
。
 

私
 は
 永
い
、
 
眞
に
 
永
い
 
間
 あ
る
べ
 
か
ら
ぬ
 
生
活
に
 
こ
の
 
身
 を
 任
せ
て
 
來
た
。
 
私
 は
 自
分
 
を
昆
 
凝
め
る
 
代
り
に
 
私
の
 
周
圍
 
ば
か
り
 
見
 

凝
め
て
 
ゐ
た
。
 
今
に
し
て
 
私
 は
、
 
私
の
 
魂
に
 
對
 し
て
 
暴
 逆
の
 
王
に
 
な
り
 
切
っ
て
 
ゐ
 な
か
っ
た
 
事
 を
 感
謝
す
 
る
。
 
私
は
危
 
く
も
、
 
凡
て
 

の
 物
事
に
 
封
し
て
 
は
寬
大
 
の
德
を
 
認
め
な
が
ら
、
 
魂
に
 
對
 し
て
 
だ
け
 
は
、
 
容
赦
 
も
 
情
け
 
も
な
い
 
振
舞
 
ひ
 を
 死
ぬ
 
ま
で
 
績
 け
る
 
所
 だ
つ
 

た
。
 
私
 は
 大
き
な
^
 
を
 開
け
て
、
 
外
部
の
 
莊
嚴
と
 
絢
爛
と
 
に
 氣
を
奪
 
は
れ
、
 
本
當
 
の
お
 t の

 主
人
な
る
 
魂
が
 
氣
息
 
も
趦
 
え， <

\
 
に
 私
に
 

呼
び
か
け
る
 
そ
の
 
聲
を
 
聞
き
落
す
 
所
 だ
つ
 
だ
 3 

私
 は
よ
 
く
こ
 
そ
そ
 
こ
に
 
氣
が
 
つ
い
た
。
 
よ
く
こ
 
そ
 魂
の
 
蟲
の
 
息
に
 
親
切
な
 
耳
 を
 傾
け
 

る
眞
 
純
と
 
本
性
と
 
を
 
失
 は
な
い
で
 
濟
ん
だ
 

。 
か
の
 
驕
，
 慢
と
 
虚
飾
と
 
を
 
以
て
、
 
魂
の
 
周
圍
 
を
と
 
り
か
こ
み
、
 

こ
れ
 
を
 
さ
い
な
み
 
苦
し
め
 

る
 事
 を
 
以
て
、
 
最
上
の
 
德
 行
と
 
自
分
 
決
め
 
を
し
、
 
安
か
ら
 
ざ
る
 
時
に
 
安
し
 
安
し
 
と
 高
く
 
聲
を
 
放
つ
 
人
に
 
私
は
吿
 
げ
た
い
。
 

か
 
k 
る
 態
 

たと ひ 

度
 は
 悲
し
い
 
誤
謬
 
だ-、 

不
純
な
 
模
傲
 
だ
。
 
ど
う
ぞ
 
凡
て
の
^
 
事
に
 
對
 し
て
 
は
、
 
縱
令
 
猛
虎
の
 
殘
忍
さ
 
を
 以
て
 
振
舞
 
は
う
 
と
も
 

虐
げ
 

ら
れ
 
て
ゐ
た
 
魂
の
 
私
語
に
 
對
 し
て
 
は
、
 
耳
に
 
手
 を
 置
き
 
添
へ
 
て
ま
で
、
 
靜
 か
に
 
—
—
 
注
意
 
深
く
 
聞
け
 
と
。
 

「
私
 
は
 魂
の
 
變
通
を
 
認
め
る
 
I
 
劣
弱
と
 
淺
 薄
と
 
は
 私
に
 
つ
 
い
て
 
廻
っ
て
 
ゐ
 
る
-
 

私
の
 
云
っ
た
り
 
爲
 た
り
す
 
る
 
こ
と
に
 
は
 
そ
れ
が
 
つ
い
て
 
廻
る
 
し
、
 

胸
の
 

中
で
 

あ
が
い
て
 

ゐ
る
 

思
想
の
 

中
に
 

も
 

そ
れ
が
 

あ
が
い
て
 

ゐ
る
」
 

- 
 

W
a
l
t
 
 

w
h
i
t
m
a
n
.
"
 
 

I
0
7
7
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I
0
8
P
 



い
、
^
 

で
あ
ら
う
 

が
，
 

惡
ぃ
 

事
で
 

あ
ら
う
 

が
、
 

あ
る
が
 

ま
 

\ 
を
 

痛
感
す
 

る
 

事
が
、
 

私
の
 

生
活
 

を
 

徹
底
す
 

る
 

唯
一
 

不
二
の
 

道
 

だ
。
 

私
 

は
 

私
 

を
 

痛
感
す
 

る
 

事
に
 

よ
っ
て
、
 

人
が
 

今
 

痛
感
し
 

つ
 

\ 
あ
る
 

も
の
、
 

何
者
で
 

あ
る
か
 

を
 

知
る
 

こ
と
が
 

出
来
る
。
 

ご
ま
か
し
 

て
は
い
け
 

な
い
。
 

ひ
ね
く
ら
し
 

て
は
い
け
 

な
い
。
 

た
め
ら
 

は
す
、
 

僞
ら
 

す
、
 

あ
る
が
 

ま
 

、
を
嚴
 

し
く
 

感
す
 

る
の
 

だ
。
 

底
か
ら
 

底
 

を
 

打
ち
ぬ
 

い
て
 

• 

打
ち
ぬ
 

け
な
い
 

と
こ
ろ
ま
で
、
 

自
分
の
 

力
が
 

能
 

ふ
 

限
り
に
ま
で
 

進
ん
で
 

行
く
 

の
 

だ
。
 

そ
こ
に
 

私
の
 

魂
が
 

あ
る
。
 

而
 

し
て
 

人
の
 

魂
が
 

あ
 

る
。
 

こ
れ
 

は
 

高
慢
な
 

1!1
  

一 n 
ひ
荜
 

で
は
な
い
。
 

高
慢
で
 

も
謙
遝
 

で
も
な
い
、
 

當
然
 

な
、
 

そ
の
 

ま
.
^
 

な
 

一 百
 

ひ
 

草
 

だ
。
 

私
 

は
 

嘗
て
 

c
 

分
の
 

魂
の
 

道
行
き
 

を
 

確
め
 

る
爲
 

め
に
、
 

ぉ
づ
/
 

\
 

他
人
の
 

魂
に
 

觸
れ
て
 

見
た
。
 

聖
人
 

を
 

探
り
 

祌
に
 

觸
れ
 

よ
う
と
し
た
。
 

こ
れ
 

こ
そ
^
^
 

ひ
で
 

あ
 

つ
た
。
 

高
慢
な
 

こ
と
で
あ
っ
た
。
 

私
 

は
 

聖
人
に
 

な
っ
た
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

神
に
 

さ
へ
 

な
っ
た
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
，
 

少
く
 

と
も
 

私
 

に
 

は
な
れ
な
か
っ
た
 

の
 

だ
。
 

私
で
 

な
い
 

私
が
 

一 
體
 

何
ん
 

の
 

役
に
立
た
 

う
。
 

危
 

い
と
こ
ろ
 

だ
っ
た
 

の
 

だ
-
 

私
 

は
 

今
、
 

人
の
 

魂
の
^
 

行
き
 

を
 

確
め
 

る
爲
 

め
に
 

も
、
 

容
赦
な
 

く
 

私
自
身
の
 

魂
に
 

觸
れ
て
 

見
る
。
 

こ
れ
が
 

本
當
 

に
お
し
 

ぃ
當
 

然
な
逍
 

で
あ
る
 

こ
と
 

を
 

私
 

は
 

知
る
 

や
う
 

に
な
っ
た
。
 か

く
て
 

私
 

は
 

凡
て
の
 

魂
の
 

號
 

泣
の
 

何
故
で
 

あ
る
か
 

を
 

知
っ
た
。
 

そ
れ
 

は
 

外
部
が
 

內
 

部
の
 

承
認
 

を
 

待
た
 

す
に
、
 

.：
：1
^ 

な
 

先
走
り
 

を
し
 

て
ゐ
 

る
の
で
 

あ
る
。
 

傅
 

道
 

者
は
內
 

部
と
 

外
部
と
の
 

併
行
 

一
致
 

を
 

以
て
、
 

人
の
 

生
活
の
 

極
致
 

だ
と
 

敎
 

へ
て
 

ゐ
る
。
 

さ
う
 

敎
 

へ
て
 

ゐ
 

な
が
 

ら
、
 

^
等
の
 

大
多
數
 

は
，
 

外
部
 

を
し
て
 

內
 

部
の
 

先
驅
を
 

さ
せ
て
 

ゐ
る
。
 

內
 

輪
に
 

善
 

を
な
 

す
と
 

い
ふ
^
、
 

控
へ
 

ほ
に
 

德
を
行
 

ふ
と
い
 

ふ
 

事
 

は
 

顧
み
ら
れ
な
い
。
 

彼
等
 

は
 

善
事
の
 

乎
 

枷
と
 

德
 

行
の
 

足
枷
で
 

魂
 

を
 

縛
り
上
げ
、
 

魂
に
 

猿
 

§
:
 

を
 

ね
ま
し
て
、
 

し
た
り
 

颜
を
 

し
ょ
う
と
 

す
る
。
 

こ
の
 

不
倏
理
 

な
 

不
自
然
な
 

罪
悪
か
ら
、
 

人
を
襄
 

切
ら
せ
ま
い
 

と
す
る
 

彼
等
の
 

武
器
 

は
、
 

社
會
 

的
の
 

(A
f!
 

と
 

迫
^
だ
。
 

(
こ
、
 

で
 

私
 

は
社
會
 

的
と
 

い
ふ
 

言
 

葉
 

を
 

最
も
 

廣
ぃ
 

意
味
で
 

使
っ
て
 

ゐ
る
。
 

卽
ち
 

自
己
 

以
外
か
ら
 

來
る
赏
 

讃
と
 

迫
害
 

だ
。
 

そ
れ
が
 

か
ら
 

來
ょ
 

う
と
、
 

天
國
 

地
獄
か
ら
 

來
 

よ
う
と
 

差
別
 

は
な
い
。
)
 

舜
の
衣
 

を
 

着
、
 

舜
の
食
 

を
 

食
し
、
 

舜
の
行
 

を
 

行
は
ビ
 

卽
ち
舜
 

の
み
と
 

い
ふ
 

あ
の
 

•：.
；： 

草
の
葉
 
 

一 
七
 

r 



有
 
島
 
武
郎
全
 
m
 
第
五
 
卷
 
 

【
七
お
 

葉
.
 

tr" て
の
 
魂
に
 
投
げ
つ
 
け
ら
れ
た
 
極
 惡
の
雜
 
言
 だ
。
 
人
々
 
は
餘
 
り
に
 
思
 
ひ
あ
が
っ
て
 
ゐ
る
"
 
柄
に
 
も
な
い
 
飛
び
 
上
り
 
を
す
 
る
。
 

而
 し
て
 
魂
の
 
烙
印
 
を
 受
け
な
 
い
も
の
 
を
 擅
に
 
世
の
中
に
 
さ
ら
け
出
す
。
 
そ
れ
が
 
何
に
な
る
。
 
そ
れ
 
は
 瓦
礫
 
だ
。
 
そ
れ
 
は
つ
 
ま
 
づ
き
の
 

石
 だ
。
 
外
部
が
 
內
 部
の
 
支
配
者
と
 
な
る
 
時
、
 
內
部
は
 
唯
 悲
慘
な
 
分
裂
 
を
 結
果
す
 
る
の
 
み
だ
。
 
痛
ま
し
い
 
魂
の
 
分
裂
 
は
こ
.
^
 
か
ら
 
始
ま
 

る
の
 
だ
。
 
彼
等
の
 
行
爲
は
 
そ
の
 
魂
の
 
裏
書
き
し
 
た
も
の
で
 
は
な
い
。
 
魂
 は
 彼
等
の
 
行
 爲
の
餘
 
り
に
 
氣
 高
く
，
 
餘
 り
に
 
神
に
 
近
い
の
 
を
 

恥
ぢ
 
て
ゐ
 
る
。
 
外
部
 
は
內
 
部
の
 
聲
 を
し
た
 
&
か
 
蹂
躪
し
て
、
 
信
條
と
 
綱
領
と
 
に
 握
手
し
た
。
 
信
條
と
 
綱
領
と
 
は
 人
の
 
外
部
が
 
造
り
 
出
 

し
た
 
唯
一
 
つ
の
 
事
業
で
、
 
神
靈
の
 
宿
ら
ぬ
 
宮
居
の
 
や
う
な
 
も
の
 
だ
 e 
魂
 I
I
 
そ
れ
 
は
 何
ん
だ
。
 
信
條
と
 
綱
領
 
I
I
 
そ
れ
 
は
 何
ん
だ
。
 

前
者
 
を
 失
 
ふ
の
 
は
 死
ぬ
 
る
 事
 だ
。
 
後
者
 
を
 失
 
ふ
の
 
は
^
れ
る
 
事
 だ
。
 
嘗
て
 
羅
 馬
の
 
士
卒
が
 
十
字
架
に
 
か
け
ら
れ
よ
う
 
と
す
る
 
基
督
の
 

面
に
 
唾
 を
 
吐
き
 
か
け
た
。
 

そ
の
 
瞬
間
か
ら
 
人
の
 
世
 は
 亂
れ
て
 
し
ま
っ
た
の
 
だ
 。
外
部
 
も
 
同
じ
 
や
う
に
 
內
 部
の
 
面
に
 
唾
 を
 
吐
き
 
か
け
た
。
 

TM: 部
の
 
分
裂
と
 

は-、 
魂
の
 
糜
^
と
 
は
、
 
實
 
に
こ
の
 
痛
ま
し
い
 
凌
辱
の
 
果
て
 

ビ 
あ
る
 
を
 知
ら
な
い
 
の
か
。
 

•
 
 

は し
ゃ
 
 

くら 

私
 
は
ま
 
だ
 云
 は
な
け
れ
ば
^
 
が
濟
 
ま
な
い
。
 

何
故
 
魂
 だ
け
 
を
 後
ろ
に
 
殘
 し
て
、
 
物
 皆
は
噪
 
い
だ
 
走
り
 
競
べ
 
を
し
ょ
う
 
と
す
る
 
の
 

か
。
 
何
故
 
偽
る
 
事
の
 
な
い
、
 
人
の
 
船
 l
i
 を
氣
 
に
し
な
い
、
 
魂
の
 
し
っ
か
り
し
た
 
歩
度
 
を
 振
り
 
か
へ
 
つ
て
 
見
よ
う
と
 
は
し
な
い
 
の
か
—
 

物
 皆
 は
 影
 だ
、
 
泡
 だ
、
 
人
の
 
顏
を
 
吹
く
 
風
 だ
、
 
波
の
 
藍
色
 
を
 染
め
る
 
し
ぶ
き
の
 
白
 だ
"
 
魂
の
 
み
が
 
眞
だ
。
 
規
矩
 
だ
、
 
進
化
す
 
る
實
在
 

だ
，
 
^
そ
の
も
の
 
だ
。
 
神
 は
 急
が
な
い
 
の
に
、
 
人
 
だ
け
 
は
 何
 を
 苦
し
ん
で
 
あ
せ
り
 
急
ぐ
 
の
 だ
。
 
物
 皆
 は
 魂
 だ
け
 
を
 後
に
 
殘
 し
て
、
 

一 

體
何
處
 
に
 行
き
 
涪
か
 
う
と
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
ら
 
う
。
 

魂
が
 
せ
か
し
 
急
が
す
 
の
 だ
と
 
彼
等
 
は
 思
っ
て
 
ゐ
る
。
 
さ
う
 
だ
、
 
確
か
に
 
魂
 は
 急
ぐ
。
 
魂
 は
 急
ぎ
 
は
す
る
 
が
、
 
あ
わ
て
 
は
し
な
い
 

そ
の
 
足
跡
 
を
 
一
 つ
く
 
堅
く
 
地
.
 の
 上
に
 
印
さ
な
け
れ
ば
、
 

前
に
 
は
 進
ま
な
い
 
の
 だ
。
 
そ
れ
 
を
 彼
等
 
は
 見
落
し
て
 
ゐ
る
 
魂
の
 
計
畫
 
す
る
 

c
 は
、
 
よ
き
 
計
 S
 者
の
 
す
る
 
や
う
に
 
偉
大
で
 
堅
實
 
だ
"
 
魂
 は
た
.
 
-
き
 
大
工
で
 
は
な
い
。
 

义
 下
駄
の
 
齒
 入
れ
で
 
は
な
い
。
 
魂
の
 
み
が
^
 

ま
す
る
 
カ
だ
リ
 
物
 皆
 は
 魂
の
 
目
的
 
を
 悟
ら
な
い
で
、
 

あ
り
 
来
り
の
 
村
 料
を
縱
 
に
し
た
り
 
横
に
し
た
 
り
し
て
、
 
魂
の
 
云
 
ひ
 現
 は
し
が
 
た
 



い
 

苦
痛
 

を
な
 

だ
め
よ
う
 

と
し
て
 

ゐ
 

る、
、 

私
の
 

魂
 

は
 

そ
れ
 

を
默
 

つ
て
 

兒
て
ゐ
 

る
に
 

堪
へ
 

な
い
。
 

私
の
 

魂
 

は
 

—
—
 

某
^
の
^
し
 

い
 

比
喩
の
 

一 
っ
を
假
 

り
て
 

云
へ
ば
 

—
—
 

牝
鷄
の
 

そ
の
 

雛
 

を
 

翼
の
 

下
に
 

集
め
よ
う
 

と
す
る
 

や
う
に
、
 

內
 

部
の
 

分
裂
の
 

統
一
 

さ
れ
ん
^
 

を
 

待
ち
 

こ
が
 

れ
て
ゐ
 
る
。
 

^
の
 
魂
は
而
 
し
て
 
淚
を
 
こ
ぼ
す
。
 

「
淚
！
 
 

f
.
 

淚
！
 

夜
 寂
寥
の
 
中
 
…
；
 
淚
ょ
。
 

,:
: 

い
 

汀
に
 

流
れ
て
 

は
、
 

吸
 

ひ
 

込
ま
れ
て
、
 

行
く
 

淚
 
 

一
 

つ
の
 

星
 

も
 

出
て
 

ゐ
 

な
い
 

I
I
 

眞
^
な
 

物
淋
し
 

さ
。
 

頭
 

を
 

包
ん
だ
 

彼
の
 

眼
か
ら
 

流
れ
る
 

濕
っ
 

た
淚
 

—
—
 

お
 

\ 
そ
の
 

亡
靈
は
 

何
者
 

だ
 

—
—
 

暗
闇
の
 

中
で
 

淚
を
 

流
す
 

そ
 

の
 

異
形
 

は
 

何
^
だ
。
 

瀧
な
 

す
淚
 

—
—
 

す
 

、 
り
 

泣
く
 

淚
 

—
—
 

息
 

も
 

絡
え
^
 

\
 

に
 

泣
き
叫
ぶ
 

そ
の
 

苦
痛
。
 

ギ 一 や 
うさ
う 

お
、
 

嵐
 

形
相
 

す
さ
ま
じ
く
、
 

海
 

沿
 

ひ
 

を
 

吹
き
 

ま
く
お
、
 

物
す
 

ご
い
 

夜
の
 

嵐
 
 

風
！
 

お
 

\ 
そ
の
 

は
げ
し
 

さ
、
 

ゆ
、
 

し
さ
 

ー 
お
.
^
 

影
よ
 

I
I
 

晝
の
間
 

は
、
 

沈
 

祌
な
顔
 

付
 

を
し
て
、
 

規
則
正
し
い
 

歩
調
で
、
 

威
儀
の
 

正
し
い
 

影
よ
。
 

夜
に
 

な
っ
て
、
 

人
 

を
 

離
れ
て
 

孤
獨
に
 

返
る
 

と
、
 

お
-
そ
の
 

時
の
 

淚
の
 

海
"
 

淚
の
！
 

淚
の
！
 

淚
 

の
！
」
 

思
へ
ば
 

大
鶯
の
 

行
く
 

空
の
 

道
の
 

知
り
が
 

た
い
 

程
に
、
 

內
 

部
の
 

分
裂
 

は
 

極
め
が
 

た
い
 

も
の
に
 

な
っ
た
。
 

ア
ダ
ム
の
 

時
か
ら
 

亂
 

れ
に
亂
 

れ
た
 

心
の
 

聲
は
 

紛
雜
に
 

紛
雜
を
 

極
め
て
、
 

私
 

は
 

何
ん
 

と
い
っ
て
 

そ
れ
 

を
 

云
 

ひ
 

現
 

は
し
て
 

い
 

x 
か
 

を
 

知
ら
な
い
。
 

然
し
な
が
ら
、
 

か
す
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

笾
笫
 
五
卷
 
 

！
七
六
 

さ
ろ
 

か
に
て
も
 

魂
の
 

姿
に
 

觸
れ
て
 

見
た
 

私
に
 

は
、
 

そ
の
 

分
裂
 

を
 

朧
げ
に
 

具
象
し
 

得
な
い
 

事
 

は
な
い
。
 

こ.
^ 

に
 

一
つ
の
 

例
 

を
 

擧
げ
て
 

見
よ
 

う
。
 

私
達
 

は
科
舉
 

の
破
產
 

と
.
 

S
 

ふ
 

事
 

を
 

耳
に
 

す
る
。
 

そ
れ
 

は
 

科
學
が
 

到
底
 

私
達
 

を
 

救
 

ひ
 

得
な
い
 

と
訴
 

へ
る
 

斷
定
 

的
な
 

叫
び
 

聲
だ
。
 

而
 

し
て
 

こ
の
 

事
實
の
 

根
柢
 

を
 

形
造
っ
て
 

ゐ
る
 

も
の
 

\ 
一 
 

つ
 

I
I
 

而
 

し
て
 

唯
 

一
 

と
も
 

云
 

ふ
べ
き
 

ほ
ど
 

大
 

な
る
 

一
 

つ
 

は
 

I
I
 

科
擧
 

者
が
 

魂
と
 

仕
事
と
 

を
 

全
く
 

引
き
離
し
て
 

出
發
 

し
た
 

そ
の
 

點
 

に
あ
る
 

と
 

云
 

は
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

彼
等
 

は
 

科
 

學
に
對
 

す
る
 

貢
献
と
 

い
ふ
 

美
し
げ
 

な
 

幻
影
 

に
 

釣
ら
れ
て
、
 

自
己
の
 

仕
事
に
 

對
 

す
る
 

魂
の
 

滿
 

足
と
 

い
ふ
 

事
 

を
 

無
視
し
た
。
 

そ
れ
 

は
 

嘆
美
す
べ
き
 

獻
身
的
 

態
度
の
 

や
う
に
 

思
 

ひ
ぎ
 

_ さ
 

れ
た
。
 

而
 

し
て
 

そ
れ
に
 

附
隨
 

し
た
 

斷
片
 

的
の
 

消
極
 

德
 

I
I
 

熱
心
と
 

か
、
 

忍
耐
と
 

か
、
 

忘
我
と
 

か
、
 

公
平
と
 

か
、
 

精
緻
と
 

か
 

I
I
 

と
 

^
 

し
い
 

や
う
な
、
 

魂
か
ら
 

は
 

孤
立
し
た
 

發
見
 

と
が
 

di
le
tt
an
te
 

と
 

ph
il
is
ti
ne
 

と
 

を
 

有
 

頂
 

天
 

に
さ
し
た
。
 

而
 

し
て
 

彼
等
 

は
向
不
 

見
に
 

—
—
 

言
葉
 

を
換
 

へ
て
 

い
へ
 

ぱ
科
 

擧
に
對
 

す
る
 

貢
 

獻
の
爲
 

め
に
 

I
I
 

た
^
ひ
た
 

走
り
に
 

走
っ
た
。
 

私
達
の
 

生
活
 

I
I
 

表
而
 

的
な
 

意
味
に
 

於
け
 

る
 

I
 

は
 

そ
の
お
 

藤
で
、
 

ど
れ
 

程
 

色
彩
 

を
 

加
へ
、
 

便
利
 

を
 

得
 

た
か
は
 

測
り
 

知
る
 

事
が
 

出
來
 

な
い
 

程
で
 

あ
る
。
 

科
學
者
 

は
こ
の
 

勢
に
 

乘
 

じ
て
 

益
-
そ
の
 

歩
 

を
辏
 

け
て
 

行
き
つ
、
 

あ
る
の
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

前
途
に
 

は
 

過
去
よ
り
も
 

澤
 

山
の
 

寳
 

蔵
が
 

用
意
さ
れ
 

て
 

あ
る
の
 

を
 

誇
 

り 
と
し
て
 
ゐ
る
。
 

こ
の
 

時
 

早
計
ら
 

し
く
 

も
科
舉
 

の
破
產
 

と
い
 

ふ
聲
が
 

地
か
ら
 

湧
き
出
し
て
 

來
 

た
の
 

は
 

如
何
い
 

ふ
譯
 

だ
ら
 

う
。
 

科
舉
 

が
ま
 

だ
 

そ
の
 

最
後
 

の
 

目
的
に
 

達
し
 

切
ら
な
い
 

中
に
 

私
達
が
 

そ
の
 

力
 

を
 

疑
 

ひ
 

出
さ
ね
ば
 

な
ら
 

な
く
な
つ
 

た
の
 

は
 

如
何
い
 

ふ
譯
 

だ
ら
 

う、
 

- 
私
 

逹
は
玆
 

に
 

停
つ
 

て
考
 

へ
て
 

見
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

全
 

體
科
學
 

者
が
 

そ
の
 

魂
を
沒
 

却
し
て
 

貢
献
し
 

よ
う
と
い
 

ふ
科
舉
 

と
 

は
 

何
で
 

あ
る
か
。
 

若
し
 

そ
れ
 

が
，
 

成
就
の
 

曉
に
、
 

人
の
 

魂
に
 

何
等
 

直
接
の
 

交
涉
を
 

要
求
し
 

得
な
い
 

も
の
 

だ
と
す
 

る
な
ら
 

ば
、
 

換
言
す
れ
ば
、
 

ul
t.
ma
te
 

と
い
 

ふ
 

言
 

葉
が
 

科
 

a
-
 

の
辭
 

書
の
 

中
に
 

見
出
す
 

事
の
 

出
来
ぬ
 

も
の
 

だ
と
す
 

る
な
ら
 

ば
、
 

私
共
の
 

期
待
の
 

第
一
 

は
 

反
古
に
な
る
 

譯
で
、
 

私
共
が
 

日
常
 

生
活
に
 

附
け
 

加
へ
 

得
た
 

色
彩
 

も
 

便
利
も
^
 

竟
は
 

大
事
の
 

前
の
 

小
事
で
 

あ
る
。
 

畢
竟
 

無
駄
 

事
で
 

あ
る
。
 

實
際
 

そ
の
 

昔
 

人
の
子
が
 

魂
の
 

祕
事
を
 

味
 

到
し
ょ
う
 

と
し
て
 

藻
搔
 

い
て
 

ゐ
た
 

時
，
 

科
舉
 

は
^
 

等
の
 

態
度
 

を
 

笑
 

狡
し
て
 

起
っ
た
 

の
で
 

は
 



な
か
っ
た
 

の
か
。
 

人
と
 

自
然
、
 

卽
ち
內
 

部
と
 

外
部
と
の
 

正
し
い
 

關
係
 

を
發
兒
 

す
る
 

の
 

は
、
 

煩
顼
 

哲
^
-
の
 

や
う
な
^
 

漠
な
，
 

論
 

现
の
ヒ
 

に
 

論
理
 

を
疊
む
 

や
う
な
 

方
法
に
 

よ
っ
て
 

は
 

到
底
 

成
就
さ
れ
 

る
 

も
の
で
 

は
な
い
 

と
呼
號
 

し
た
の
 

は
 

科
^
で
 

あ
つ
た
の
 

だ
。
 

科
^
が
 
 

^
に
 

至
っ
て
 

何
ん
 

と
 

取
 

繕
ろ
 

は
う
 

と
も
 

—
—
 

始
め
 

そ
の
 

第
 

一
 

歩
 

を
 

踏
み
出
し
た
 

時
は
實
 

に
さ
う
 

だ
っ
た
 

の
 

だ
。
 

け
れ
ど
も
^
^
 

ケ
ゅ
 

が
あ
っ
た
 

や
う
に
、
 

科
舉
は
 

そ
の
 

第
 

一
 

歩
に
 

於
て
、
 

旣
に
 

囘
復
の
 

出
来
な
い
 

見
落
し
 

を
し
て
 

ゐ
 

た
の
 

だ
。
 

そ
れ
 

は
 

科
^
が
 

魂
の
^
^
 

を
 

或
る
 

程
度
ま
で
 

滿
 

た
さ
う
 

と
し
て
 

ゐ
た
 

に
も
 

係
 

は
ら
す
、
 

魂
 

そ
の
も
の
 

を
し
て
 

魂
の
 

要
求
 

を
滿
 

た
さ
し
 

め
す
に
、
 

魂
 

以
外
の
 

小
 

弱
な
 

力
 

を
た
 

よ
っ
て
 

旅
程
に
 

登
っ
た
 

事
だ
っ
た
。
 

科
攀
も
 

亦
 

物
 

皆
の
 

や
う
に
 

魂
 

を
お
 

き
ざ
り
 

に
し
て
 

§
1
 
 

地
に
 

あ
て
も
な
く
 

唯
.
^
 

つ
た
つ
 

科
 

學
は
 

自
然
 

そ
の
も
の
 

を
し
て
 

自
然
 

を
 

語
ら
し
 

め
よ
う
と
 

し
た
。
 

そ
の
 

企
て
 

は
い
 

\。
 

然
し
な
が
ら
 

C!
 

然
の
 

mo
ut
hp
ie
ce
 

に
、
 

t
 

を
 

^
へ
す
、
 

五
官
 

を
傰
 

へ
た
 

事
に
 

よ
っ
て
 

取
り
返
し
の
 

附
 

か
な
い
 

蹉
跌
 

を
し
た
 

の
 

だ
。
 

そ
の
 

歩
み
 

は
 

魂
の
 

歩
み
よ
り
 

造
 

か
に
：
：
 

い
か
っ
た
 

け
れ
ど
も
、
 

畢
竟
 

非
常
に
お
 

そ
か
っ
た
。
 

人
類
 

は
科
舉
 

の
お
 

蔭
で
 

巧
妙
な
 

工
匠
と
 

は
 

成
り
 

得
た
 

が
、
 

人
類
 

そ
の
も
の
 

ゝ
^
 

殿
に
 

付
け
 

加
 

ふ
べ
き
 

何
物
 

を
 

も
 

見
出
さ
な
か
っ
た
。
 

チ
ン
 

ダ
ル
 

は
科
舉
 

者
の
 

偽
ら
ざ
る
 

自
覺
を
 

以
て
 

「
私
逹
 

は
 

現
象
の
 

砂
濱
に
 

立
っ
て
：
 

H
 
 

： 
e
 

り 
砂
 

を
摑
ん
 

だ
に
 

過
ぎ
な
い
」
 

と
 

歎
じ
た
。
 

一
握
り
の
 

砂
で
 

す
ら
 

尊
い
。
 

私
 

は
 

そ
れ
 

を
 

卑
し
め
よ
う
 

と
す
る
 

も
の
で
 

は
な
い
。
 

然
し
 

問
題
 

は
 

そ
こ
に
 

は
な
い
。
 

如
何
に
 

そ
の
 

砂
 

を
 

摑
ん
 

だ
か
 

C 
そ
れ
が
 

問
题
 

な
の
 

だ
。
 

砂
の
 

與
 

へ
る
 

觸
感
は
 

人
^
に
 

取
っ
て
 
 

一
^
 

緊
ぉ
な
 

事
で
 

は
な
い
 

の
 

だ
。
 

ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
 

何
故
に
 

そ
の
 

初
戀
 

な
る
 

科
學
の
 

研
究
 

を
擲
 

つ
て
-
 

も
っ
と
 

乎
 

近
い
 

直
接
な
 

^
 

题
 

I
I
 

卽
ち
人
 

間
 

生
活
の
 

根
柢
 

を
滿
 

足
さ
せ
る
べ
き
 

生
 

的
 

動
向
の
 

研
究
と
 

建
設
と
 

に
 

一
 

生
 

を
 

託
さ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

や
う
に
 

な
っ
た
 

か
。
 

そ
れ
 

は
 

科
 

を
 

考
 

へ
る
 

も
の
、
 

熟
慮
せ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

一
 

大
事
で
 

あ
る
。
 

私
は
餘
 

り
な
 

老
婆
 

親
切
に
 

墮
 

し
た
や
う
 

だ
。
 

私
 

は
こ
、
 

に
 

私
の
 

魂
の
 

耍
求
を
 

ほ
の
め
か
す
 

爲
 

め
に
、
 

假
 

り
に
 

科
學
を
 

例
に
 

叹
 

つ
た
 

に
過
ぎ
な
い
。
 

哲
擧
 

に
つ
い
て
も
、
 

道
德
 

に
つ
い
て
も
、
 

宗
敎
 

に
つ
い
て
も
、
 

藝
術
 

に
つ
い
て
も
、
 

そ
れ
が
 

魂
の
 

要
求
 

を
 

無
視
し
て
 

ゐ
る
 

限
り
、
 

同
じ
 

事
 

を
 

繰
り
返
せ
と
 

私
の
 

魂
 

は
 

云
 

ふ
。
 

私
の
 

魂
 

は
ま
た
 

私
自
身
に
 

つ
い
て
、
；
^
 

も
 

鋭
く
 

こ
の
 

|$
 

を
 

以
て
 

私
 

を
 

竹
 

か
す
。
 

ず
の
 
葉
 
 

I 
ヒ
七
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一
七
 
八
 

く，
 
ひ
き
 
 

ひが
ごと
 

魂
に
 
對
 す
る
 
全
 存
在
の
 
迫
害
。
 
鈍
い
 
斧
 を
 振
っ
て
 
王
者
 
を
馘
 
ら
う
と
 
い
ふ
 
僻
事
。
 
凡
そ
 
長
く
 
强
く
 
痛
ま
し
く
 
鑌
 け
ら
れ
た
 
壓
 制
で
、
 

物
 皆
が
 
魂
に
 
對
 し
て
 
取
り
 
來
 づ
た
壓
 
制
に
 
比
ぶ
べ
き
 
も
の
 
は
 世
に
 
あ
る
ま
い
。
 

人
 は
 時
々
 
思
 ひ
 出
し
た
 
や
う
に
 
幕
の
 
切
れ
目
か
ら
 
J
 

寸
魂
 
を
^
き
 
見
す
 
る
。
 
然
し
す
 
ぐ
 
幕
 を
 引
い
て
 
自
分
の
 
魂
 を
 自
分
の
 
生
活
と
 
を
 懸
け
隔
た
ら
し
て
 
了
 
ふ
。
 
而
 し
て
 
魂
の
 
周
圍
 
ば
が
 
り
 

を 
ど
 
 

, 
， 

9 
 

, 

；て 死
の
 
舞
踏
 
を
 跳
り
な
が
ら
 
は
し
ゃ
い
で
 
狂
 ひ
 遊
ん
で
 
ゐ
る
。
 
魂
に
 
や
さ
し
い
、
.
？
 
を
 見
せ
る
 
も
の
に
 
は
 

こ
れ
 
は
 
い
つ
で
も
 
ま
ざ
 
ま
 

ざ
と
 
見
ら
 
る
、
 
悲
劇
 
だ
。
 
悲
劇
の
 
第
三
 
幕
 目
 
だ
。
 

私
 は
か
く
ま
で
に
 
內
 部
の
 
分
裂
 
を
 見
守
り
 
且
つ
 
歎
い
た
 

つ 
私
 は
 魂
の
 
爲
 め
に
 
歎
い
た
。
 
魂
 は
 私
の
 
爲
め
 
に
か
く
 
歎
い
た
。
 
然
し
 
私
 

は
こ
の
 
慘
狀
 
か
ら
 
獨
り
 
逃
れ
よ
う
と
 
は
し
な
い
。
 

又
 逃
れ
る
 
事
が
 
出
来
な
い
。
 

否
、
 
否
、
 
私
 は
こ
の
 
內
 部
の
 
分
裂
 
を
 
歎
き
 
も
し
 
樂
し
 

み
さ
へ
 
も
し
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
現
在
で
 
あ
る
の
 
だ
。
 
現
在
 
を
 度
 外
し
て
 
私
の
 
落
ち
着
き
 
所
が
 
何
處
 
に
あ
ら
 
う
。
 
あ
ら
ゆ
る
 
缺
陷
と
 

矛
盾
と
 
束
縛
と
 
を
 
以
て
し
て
、
 
玆
に
 
私
の
 
眼
前
に
 
あ
る
 
現
在
の
 
尊
 さ
よ
。
 
而
 し
て
 
慕
 は
し
 
さ
よ
。
 
私
 は
こ
の
 
現
在
に
 
更
に
 
何
者
 
を
附
 

け
 加
 
へ
れ
ば
、
 

こ
の
 
完
全
 
さ
 
を
 更
に
 
完
全
に
 
す
る
 
事
が
 
出
来
る
 
だ
ら
 
う
。
 

「
樂
 し
く
 
快
 く
^
は
 
歩
く
。
 

何
處
に
 
歩
い
て
 
行
く
 
の
か
 
自
分
で
 
も
^
ら
な
 
い
が
、
 
歩
く
 
事
の
 
い
 
X 
事
な
 
の
 は
 分
っ
て
 
ゐ
る
。
 

全
 宇
宙
 
も
さ
う
 
だ
と
 
敎
 
へ
て
 
ゐ
る
。
 

過
去
 
も
 
現
在
 
も
さ
う
 
だ
と
 
敎
 
へ
て
 
ゐ
る
。
 

生
き
と
 
し
 生
け
る
 
も
の
-
 

1 美
し
 
さ
 完
全
 
さ
よ
！
 

又
 地
球
と
 
そ
の
上
の
 
微
細
な
 
も
の
-
完
全
 
さ
よ
！
 



お
と
 

呼
ば
れ
る
 

も
の
 

も
 

完
全
 

だ
が
、
 

惡
と
 

呼
ば
れ
る
 

も
の
 

も
 

亦
 

等
し
く
 

完
全
 

だ
。
 

桢
物
も
 

鑌
物
も
 

共
に
 

完
全
 

だ
。
 

又
 

重
量
の
 

な
い
 

流
體
も
 

完
全
 

だ
 

U 
靜
 

か
に
 

確
か
に
 

凡
て
の
 

も
の
 

は
 

現
在
の
 

有
様
に
 

進
ん
で
 

來
た
。
 

而
 

し
て
 

靜
 

か
に
 

確
か
に
 

尙
 

遠
く
 

進
ん
で
 

行
く
」
 

^ 
 

T
o
 
 

th
in
k 
 

of
  

T
i
m
e
.
"
 
 

5
5
1
1
 

お
の
 

糜
爛
し
た
 

魂
 

—
—
 

私
 

は
 

試
み
に
 

そ
の
 

似
顔
 

繪
を
 

描
い
て
 

見
よ
う
 

か
。
 

支
離
滅
裂
に
 

摧
き
亂
 

さ
れ
、
 

ひ
し
ぎ
^
 

さ
れ
 

て
ん
る
 

に
も
 

係
 

は
ら
す
、
 

そ
の
 

額
に
 

億
劫
の
 

年
 

を
經
た
 

深
い
 

皴
を
昆
 

出
す
 

と
共
に
、
 

そ
の
 

腰
に
 

は
處
 

女
に
 

の
み
 

あ
る
，
 

力
の
 

溢
れ
た
^
 

ゆ
の
 

强
ぃ
 

^
 

し
 

を
 

見
る
。
.
 

そ
の
 

右
の
 

手
に
 

は
 

永
遠
 

を
 

握
り
、
 

左
の
 

手
に
 

は
 

他
の
 

永
遠
 

を
 

握
る
。
 

そ
の
 

奏
で
る
 

昔
樂
に
 

於
て
 

は
ハ
 

I 
モ
 
 

一一 
I 

と
メ
 
 

"
デ
 

ィ 
I 

と
 

は
 

畢
竟
 

同
一
 

の
 

も
の
 

だ
 

。
彼
 

は
 

過
去
で
 

も
な
い
、
 

現
在
で
 

も
な
い
、
 

又
未
來
 

で
も
な
い
。
 

今
 

も
 

過
去
 

も
 

未
來
も
 

そ
の
外
 

凡
て
の
 

も
 

の
 

も
 

飽
滿
の
 

醍
醐
味
 

を
 

魂
に
 

齎
す
カ
 

は
 

有
た
な
い
。
 

唯
 

そ
れ
 

自
身
の
 

み
が
 

魂
の
 

眞
の
 

伴
侶
で
 

あ
る
。
"
 

T
h
e
 
 

so
ul
  

of
  

it
se
ll
 

で
あ
る
。
 

「
^
よ
 
女
よ
.
 E
 給
へ
-
 

そ
れ
 

は
 

渾
沌
で
 

も
な
い
、
 

死
で
 

も
な
い
 

I
I
 

形
體
 

で
あ
る
、
 

統
 

一
 

で
あ
る
 

I
I
 

計
晝
 

で
あ
る
 
 

水
^
で
 

あ
る
 

I
 

ST
:.
i 

で
あ
る
」
 

"
w
a
l
 
 

w
h
i
t
m
a
n
.
-
 
 

二 
 

15
1 
 

二
 

17
. 

一 
魂
 

を
 

滿.
. 

足
さ
す
 

も
の
 

は
 

遂
に
 

そ
れ
 

自
身
の
 

み
で
 

あ
る
。
 

魂
 

は
 

そ
れ
 

自
身
の
 

敎
訓
の
 

外
 

凡
て
 

の
 

敎
訓
に
 

反
抗
す
べ
き
 

無
限
.
 

の
 

誇
り
 

を
 

抱
い
て
 

ゐ
る
」
 

r 
lv
la
nl
la
tt
an
、s
  

St
re
et
  

I 
 

sl
au
nt
er
-c
l,
  

p
o
n
d
e
r
i
n
p
"
 

さ
 

——
40
. 

草
の
葉
 
 

一
七
 

九
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J 
へ 

Q
 

「
私
 
は
旣
 
知
の
 
事
 を
 
抛
り
 
棄
 て
る
。
 

而
 

し
て
 

私
と
 

一
 

緒
に
 

凡
て
 

の
 

與
 

女
 

を
 

不
知
の
 

境
に
 

送
り
出
す
。
 

時
間
 

は
 

瞬
間
 

を
 

指
し
示
す
 
 

水
 

遠
 

は
 

何
 

を
 

指
し
示
す
 

と
 

思
 

ふ
か
。
 

私
達
 
は
こ
れ
 
ま
で
に
 
無
限
の
 
冬
と
 
夏
と
 
を
 使
 
ひ
つ
く
 
し
た
。
 

私
達
の
 
先
き
 
に
 は
 更
に
 
無
限
が
 
あ
る
、
 

甦
生
 
は
 私
達
に
 
豐
滿
と
 
多
様
と
 
を
覽
 
し
た
。
 

更
に
 
他
の
 
誕
生
 
は
璺
滿
 
と
 
多
様
と
 
を
齎
 
す
だ
ら
 
う
。
 

私
 は
 物
に
 
大
小
の
 
差
別
 
は
 置
か
ぬ
。
 

時
と
 
處
と
 
を
滿
 
た
す
 
も
の
 
は
 凡
て
 
相
等
し
い
。
 

男
女
よ
、
 

人
類
 

は
 

君
に
 

對
 

し
て
 

兇
惡
で
 

嫉
妬
 

が
ま
し
い
と
 

云
 

ふ
か
。
 

そ
れ
 

は
お
 

氣
の
毒
 

だ
 

-
—
—
 

然
し
 

彼
等
 

は
 

私
に
 

は
兇
惡
 

で
も
な
 

く
 
嫉
妬
深
く
 
も
な
い
。
 

凡
て
が
 

私
^
 

は
 

柔
順
 

だ
。
 

—
—
 

私
 

は
く
よ
，
 

（
-
 

し
な
が
ら
 

勘
定
 

は
し
て
 

ゐ
な
 

い
。
 

(
く
よ
，
，
 

f\
 

す
る
 

譯
 

な
ん
 

ぞ
 

あ
り
 

は
し
な
い
 

で
は
な
い
 

か
)
 

私
 

は
 

成
就
さ
れ
 

た
も
の
、
 

極
致
 

だ
。
 

又
來
 

る
べ
き
 

も
の
、
 

抱
 

藏
者
だ
 

。 



私
の
 

爲
 

め
の
 

準
備
 

は
 

宏
大
 

も
な
い
 

も
の
だ
っ
た
。
 

私
 

を
 

は
ぐ
く
ん
だ
 

腕
 

は
 

忠
實
に
 

且
つ
 

好
意
が
 

あ
っ
た
。
 

. 

快
活
な
 
船
 子
の
 
や
う
に
、
 

ひ
た
 
漕
ぎ
に
 
漕
い
で
、
 
輪
廻
が
 
私
の
 
搖
篮
 
な. 漕

ぎ
 
進
め
た
。
 

私
の
 
爲
 め
に
 
は
 星
 も
 
軌
道
 
を
 曲
げ
 
て
 通
っ
た
。
 

而
 し
て
 
私
 を
 抱
く
 
も
の
 
を
 
世
話
す
 
る
爲
 
め
に
、
 
そ
の
 
力
 
を
 送
っ
て
 
よ
こ
し
た
。
 

私
 を
 完
成
し
 私
 を
 喜
ば
す
 爲
 め
に
 は、 

凡
て
 
の
 力
が
 休
む
 時
な
 く 働

い
た
。
 

而
し
 

て
 

私
 

は
今
玆
 

に
、
 

私
の
 

元
氣
 

溢
れ
た
 

魂
と
 

共
に
 

玆
に
立
 

つ
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
」
 

"
W
a
l
t
 
 

wh
it
 

ョ 
an
."
  

I
I
3
2
I
T
I
 

ま
.
 

私
の
 

魂
 

は
 

莊
嚴
な
 

魂
で
 

あ
る
と
 

共
に
、
 

醜
惡
な
 

魂
で
 

あ
る
と
 

い
ふ
 

事
 

を
 

人
 

は
 

驚
く
 

だ
ら
 

う
か
。
 

然
し
 

そ
れ
 

は
^
く
べ
き
^
 

で
も
：
^
 

む
べ
き
 

事
で
 

も
な
い
。
 

醜
惡
 

と
い
 

ふ
 

字
に
 

忌
む
べ
き
 

意
味
 

を
 

與
へ
得
 

る
 

場
合
 

は
、
 

魂
の
 

醜
惡
な
 

部
分
で
 

よ
き
 

S
 

を
し
、
 

^
^
な
 

部
分
 

で
よ
 

か
ら
ざ
る
 

事
 

を
な
 

す
 

時
で
 

あ
る
。
 

私
の
 

魂
 

を
 

神
の
 

や
う
な
 

完
全
な
 

も
の
 

だ
と
 

思
 

ふ
 

人
に
 

私
は
齿
 

げ
た
い
。
 

そ
れ
 

は
 

誠
に
！
 

1：
 

に
 

神
 

の
 

や
う
に
 

完
全
 

無
缺
 

で
は
 

あ
る
が
、
 

私
の
 

思
 

ふ
 

所
と
、
 

さ
う
 

思
 

ふ
 

人
の
 

思
 

ふ
 

所
と
 

に
 

は
、
 

渡
り
 

難
い
 

鴻
 

溝
が
 

あ
る
。
 

私
の
 

魂
 

は
 

「
今
」
 

に
あ
っ
て
、
 

こ
れ
 

以
上
の
 

完
全
 

さ
に
 

仕
上
げ
ら
れ
る
 

事
 

は
 

出
来
な
い
。
 

然
し
 

今
 

は
 

未
 

來
を
胎
 

め
る
 

如
く
、
 

私
の
 

魂
 

も
お
 

に
 

一
 

つ
の
 

ウル
 

全
か
ら
 

他
の
 

完
全
に
 

飛
越
す
 

る
。
 

私
 

は
 

私
の
 

魂
 

を
 

無
下
に
 

卑
し
み
 

無
み
 

す
る
 

も
の
に
 

對
 

し
て
 

執
拗
な
 

怒
り
 

ケ
感
 

す
る
と
 

共
に
、
 

あ
る
 

が
ま
 

i 
以
上
に
 

そ
れ
 

を
 

理
想
化
す
 

る
 

も
の
に
 

對
 

し
て
も
 

等
し
い
 

怒
り
 

を
 

投
げ
 

與
 

へ
よ
う
。
 

凡
て
 

魂
と
 

私
と
の
^
 

に
^
 

偽
の
 

^
を
^
れ
 

よ
う
と
す
 
る
 も
の
 
は
^
は
る
べ
 
き
で
 
あ
る
。
 



有
 
島
 
武
郎
佥
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

I 八
 
二 

「
お
、
 
呵
責
す
べ
き
 
も
の
！
 

私
 は
 認
め
る
.
.
 
I
 
私
 は
奸
發
 
さ
る
べ
き
 
も
の
 
だ
！
 

(
お
-
嘆
美
 
者
よ
！
 

私
 を
 嘆
美
す
 
る
な
！
 

私
に
 
會
釋
 
す
る
な
！
 

君
 は
 私
.
 を
 縮
み
 
上
ら
せ
る
。
 

私
 は
 君
の
 
見
て
 
ゐ
な
 
い
も
の
 
を
 
見
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 

. i
 
又
 君
の
 
知
ら
な
い
 
も
の
 
を
 知
っ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
)
 

こ
の
 
肋
骨
の
 
中
に
 
私
 は
 汚
れ
 
屛
 息
し
て
 
橫
 は
っ
て
 
ゐ
る
。
 

■ 
叉
 苦
痛
 
な
げ
に
 
見
え
る
 
こ
の
 
顔
の
 
後
ろ
に
 
は
、
 
地
獄
の
 
潮
が
 
絶
え
す
 
流
れ
て
 
ゐ
る
。
 

淫
欲
と
 
邪
 惡
と
を
 
私
 は
 退
け
な
い
。
 

. 
私
 は
 犯
罪
者
 
と
共
に
あ
っ
て
 
燃
え
る
 
や
う
な
 
愛
を
覺
 
え
る
、
)
 

私
 も
 
そ
の
 
仲
間
 
だ
と
 
私
は
感
 
す
る
 
—
—
 
私
自
身
が
 
罪
囚
 
で
あ
.
 O
S
1
 淫
 で
あ
る
 
か
ら
だ
。
 

而
し
 

て
こ
れ
 

か
ら
 

私
 

は
 

彼
等
 

を
 

退
け
る
 

事
 

を
し
 

ま
い
 

I
I
 

私
 

は
 

如
何
し
て
 

私
自
身
 

を
 

退
け
 

得
よ
う
 

ぞ
」
 

- 
 

Y
o
 

二 
 

Fe
lo
ns
  

in
  

T
n
a
l
 
 

in
  

c
o
u
r
l
>
 
 

7 
1
 

1 ひ.
 

魂
の
 
醜
 さ
 
を
 凝
視
し
て
、
 

そ
の
 
傳
習
 
的
な
 
醜
の
 
概
念
の
 
後
ろ
に
 
潜
む
 
本
 體
の
實
 
質
 を
 
恐
れ
な
 
く
 
見
 透
す
べ
き
 
勇
氣
 
の
缺
乏
 
が
、
 
人
 

の
 子
を
驅
 
つ
て
 
永
遠
の
 
漂
浪
に
 
赴
か
せ
た
 
魔
の
 
杖
で
 
は
な
い
 
か
。
 
r
M
 足
 動
物
 
を
 
以
て
 
被
 は
れ
た
」
 
私
の
 
魂
 は
、
 
私
の
 
弱
か
っ
た
 
が
爲
 

5 ち 

め
に
、
 
私
の
 
僞
善
 
者
で
 
あ
つ
た
が
 
爲
 め
に
、
 
卽
ち
私
 
は
驕
馒
 
で
あ
っ
た
 
が
爲
 
め
に
、
 
淺
 ま
し
く
 
も
 肋
骨
の
 
裡
に
 
汚
れ
て
 
屛
 息
し
た
。
 

私
 は
 魂
 を
 理
解
す
 
る
 事
 を
 知
 
つ
 て
 以
來
、
 
か
 
A 
る
 悪
 虐
を
行
 
ふ
 事
の
 
恐
ろ
し
 
さ
 
に
戰
 
く
。
 

魂
の
 
風
說
 
に
ば
 
か
り
 
耳
 を
 傾
け
て
、
 

• 
魂
 そ
の
も
の
.
 

1 影
 も
 
見
な
い
 
人
の
 
爲
 め
に
、
 
私
 は
 如
何
し
て
も
 
魂
の
 
醜
 さ
 
を
 高
調
し
 
な
け
れ
 

ば
な
ら
 
な
い
。
 
醜
い
 
も
の
 
は
 肉
で
、
 
魂
 は
 白
玉
の
 
や
う
に
 
淸
 
S
 も
の
 
だ
と
 
云
 は
う
 
と
す
る
 
の
か
。
 
ど
ラ
 
か
そ
ん
 
な
 傳
說
に
 
欺
か
れ
て
 



ゐ
る
事
 
は
や
め
て
 
K
 
ひ
た
い
。
 
そ
れ
 
は
國
利
 
民
；
 I
 と
か
實
 
用
 的
道
德
 
と
か
い
 
ふ
 も
の
 
を
眞
 
向
に
 
振
り
か
ざ
し
て
，
 

天
下
 
を
 無
；
？
 

に
し
よ
う
 
と
す
る
 
人
々
 
が
 捏
ね
 
上
げ
て
、
 

一 神
」
 
の
 香
爐
に
 
投
げ
 
こ
ん
だ
 
抹
香
の
 
中
で
 
も
、
 

一
番
 
劣
 惡
な
抹
 
#
 で
あ
る
の
 
だ
。
 
魂
と
 
肉
 

と
が
 
爭
 
ふ
の
 
だ
と
い
 
ふ
の
 
か
。
 
そ
ん
な
 
瀆
聖
を
 
n 
に
し
た
 
そ
の
 
口
 は
 先
づ
呪
 
は
れ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
肉
 —
—
 
肉
が
 
魂
の
 
小
な
る
 
 
一
^
分
 

で
な
 
く
し
て
 
何
ん
で
 
あ
ら
う
。
 
肉
の
 
叫
び
が
 
魂
 そ
の
も
の
.
.
 

- 小
さ
な
 
叫
び
で
 
な
く
し
て
 
何
ん
で
 
あ
ら
う
。
 
魂
 は
 肉
と
 
對
立
 
さ
せ
て
 
考
 

へ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
程
爾
 
か
く
 
小
さ
な
 
も
の
で
 
は
な
い
。
 
魂
と
 
い
ふ
 
言
葉
に
 
附
帶
 
し
た
 
習
俗
 
的
な
 
屬
性
 
を
、
 
人
 
は
 根
 
こ
そ
ぎ
 
取
っ
て
 
抡
ー
」
 

て
し
 
ま
 
は
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 

の
 だ
。
 

「
己
れ
 
の
 肉
 身
 を
壞
 
敗
に
 
陷
ら
 
せ
る
 
も
の
 
は
 自
分
 
を
蔽
 
ひ
ひ
し
 
や
げ
 
る
 も
の
で
あ
る
と
 
云
 
ふ
 事
。
 

生
.
 を
 
汚
す
 
も
の
 
は
 死
者
 
を
 汚
す
 
の
と
 
同
じ
く
 
惡
逆
 
だ
と
 
云
 
ふ
 事
。
 

叉
 肉
 は
 魂
と
 
同
じ
 
W
 を
爲
す
 
も
の
 
だ
と
い
 
ふ
 事
が
 
疑
 
ひ
の
 
中
に
 
あ
る
と
 
云
 ふ
の
 
か
。
 

若
し
 

肉
が
 

魂
で
 

な
い
 

と
し
た
ら
、
 

ー
體
 

何
が
 

魂
 

だ
と
 

思
っ
て
 

ゐ
 

る
ん
だ
」
 

" 
I 
 

si
ng
  

th
e 
 

B
o
d
y
 
 

el
ec
tr
ic
. 

一一
  

5
 

——
 

8.
 

「
私
 は
 不
滅
で
 
あ
る
 
事
 を
 知
 
つ
て
 
ゐ
る
。
 

私
の
 

軌
道
 

は
 

大
工
の
 

コ 
ン
パ
 

ス
 

位
で
 

思
 

ふ
ま
-
に
 

さ
れ
る
 

者
で
 

は
な
い
 

事
 

を
 

知
っ
て
 

ゐ
る
。
 

. 
私
.
 は
 又
 子
供
が
 
い
 た
づ
ら
 
に
す
 
る
 暗
中
の
 
火
の
 
輪
の
 
や
う
に
 
た
や
す
く
 
消
え
る
 
者
で
 
な
い
 
事
 
を
 知
っ
て
 
居
る
。
 

私
 は
 自
分
の
 
莊
嚴
を
 
知
っ
て
 
ゐ
る
。
 

私
 は
 自
家
 
辯
 護
 を
し
た
り
、
 

人
の
 
理
解
 
を
 得
よ
う
と
 
し
て
 
苦
心
す
 
る
 馬
鹿
 
は
し
な
い
。
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一 八
 四
 

おきて 

私
 は
 自
然
の
 
律
.
 が
 決
し
て
 
申
譯
 
な
ど
し
た
 
事
の
 
な
い
 
の
 を
 
心
得
て
 
ゐ
る
。
 

(
か
う
 

い
っ
た
と
 

て
、
 

結
局
 

私
 

は
 

建
築
に
 

使
 

ふ
 

水
準
器
 

以
上
に
 

驕
馒
な
 

振
舞
 

ひ
 

を
し
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

は.
 

な
い
 

積
り
 

だ
)
 

私
 は
あ
り
の
 
ま
&
.
 
に
 存
在
す
 
る
 
 
そ
れ
で
 
澤
山
 
だ
-
 

誰
も
 

私
に
 

頓
着
し
 

な
い
か
ら
 

と
い
っ
て
 

I
I
 

私
 

は
平
氣
 

だ
。
 

叉
 

誰
も
 

彼
 

も
 

頓
着
す
 

る
か
ら
 

と
い
っ
て
 

I
n
 

私
 

は
平
氣
 

だ
。
 

そ
ん
な
 

も
の
よ
り
 

遙
 

か
に
 

大
き
な
 

一
 

つ
の
 

世
界
が
 

私
に
 

注
意
し
て
 

ゐ
る
 
 

そ
れ
 

は
 

私
自
身
 

だ
。
 

而
 し
て
 
私
 は
 今
日
 
自
己
 
を
實
 
現
し
よ
う
 
と
も
、
 
千
 萬
 年
 を
 待
た
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
も
、
 

私
 

は
 

い
づ
れ
 

に
 

も
 

等
し
く
 

滿
足
 

し
て
 

ゐ
る
 

だ
 

ら
う
」
 

-- 
W
a
l
t
 
 

Wh
il
 

ミ
ヨ
.
，
 

さ
 

5 
 

— 
 

4 
一一
- 

私
の
 

魂
 

は
莊
嚴
 

で
あ
る
。
 

今
ま
で
 

人
 

は
 

首
 

葉
 

を
 

盡
し
心
 

を
 

傾
け
て
、
 

そ
の
 

莊
厳
 

を
說
 

い
た
。
 

然
し
 

そ
の
 

人
々
 

の
 

思
 

ひ
 

設
け
な
 

か
つ
 

た
 

程
 

魂
 

は
莊
嚴
 

だ
。
 

私
の
 

魂
 

は
 

過
去
と
 

現
在
と
の
 

總
和
 

で
あ
り
、
 

未
來
の
 

凡
て
 

に
あ
る
。
 

未
 

來
に
現
 

は
る
べ
き
 

あ
ら
ゆ
る
 

偉
大
な
 

思
 

想
と
 

偉
人
と
 

は
、
 

私
の
 

魂
が
 

子
孫
に
 

殘
 

し
て
 

行
く
 

形
見
で
 

あ
る
。
 

私
 

は
 

各
 

瞬
^
に
 

進
化
し
 

各
 

瞬
 

問
に
 

蓄
積
す
 

る
。
 

祌
と
 

い
ふ
 

字
 

を
 

W
 

ゐ
ょ
 

と
な
ら
ば
、
 

私
 

は
 

憚
る
 

所
な
 

く
 

大
膽
に
 

私
の
 

魂
 

を
 

神
と
 

呼
ば
う
。
 

如
何
な
る
 

一一
 

1R
 

葉
 

も
 

私
の
 

魂
 

を
 

呼
ぶ
 

に
は
餘
 

り
に
 

貧
し
く
 

卑
し
 

い
 

曾
 

葉
 

だ
か
ら
で
 

あ
る
。
 

私
 

は
 

魂
に
 

よ
っ
て
 

凡
て
の
 

も
の
 

を
 

肯
定
す
 

る
 

事
を
覺
 

え
た
。
 

人
^
の
 

外
部
に
 

起
る
 

衝
 

軌
 

が
、
 

祌
經
 

質
に
 

も
 

な
る
べ
く
 
細
か
く
 
物
の
 
區
劃
を
 
立
て
る
 
時
、
 
私
 は
 魂
と
 
連
れ
立
っ
て
 
片
っ
ぱ
 
し
か
ら
 
そ
れ
 
を
 破
っ
て
 
行
か
う
。
 
魂
は
暧
 
野
で
 
な
け
れ
 

ば 走らない
、 

高山で なければ
 

飛躍し ない" 

こ
れ
が
 
空
疎
な
 
表
現
と
 
聞
こ
え
る
 
か
。
 
私
 は
 魂
 を
い
 
ひ
 現
 は
す
 
爲
め
 
に
も
つ
と
 
放
膽
な
 
霄
葉
を
 
假
 り
て
 
来
た
い
 
と
 思
 
ふ
 位
 だ
。
 
何
 

故
な
ら
 
ば
 魂
 は
 今
ま
で
 
餘
 り
に
 
慘
 め
な
 
言
葉
で
 
飜
譯
 
さ
れ
て
 
來
た
爲
 
め
に
、
 
人
の
 
心
の
中
の
 
魂
の
 
置
き
場
が
 
云
 
ひ
や
う
な
 
く
せ
-
こ
 



ま
し
い
 

汚
い
 

も
の
.
 

に
な
っ
て
 

し
ま
っ
て
 

ゐ
 

る
か
ら
 

だ
。
 

大
き
な
 

尊
い
 

美
し
い
 

も
の
 

は
 

曙
 

示
に
 

よ
っ
て
 

の
み
 

晃
 

は
さ
 

え
る
。
 

こ？
.：
！：
："
 

の
 

味
を
嚙
 

み
し
め
 

得
る
 

程
に
 

本
能
の
 

働
く
 

人
 

は
 

幸
 

だ
。
 

「
勝
利
、
 

結
合
、
 

信
仰
、
 

一 
致
、
 

時
限
、
 

解
體
 
す
べ
か
ら
 
ざ
る
 
凝
集
、
 
豐
潤
、
 
祌
祕
、
 

永
遠
の
 

進
歩
、
 

宇
宙
、
 

及
び
 

近
代
の
 

反
響
、
 

. 
. 

こ
れ
 こ
そ
 は. 生

 だ。 

幾
多
の
 

苦
悶
と
 

死
 

痛
の
 

後
に
 

表
面
に
 

表
 

は
れ
 

来
る
べ
き
 

も
の
 

は
玆
 

に
あ
る
」
 

rs
tl
rt
ir
-T
O 
 

fK
sl
  

P
a
u
m
a
 

コ 
OC
IC
.S
  

15
 

II
 

21
. 

「
こ
の
 

H
 

黎
明
 

前
、
 

^
は
 

丘
上
に
 

立
っ
て
 

滿
 

fK
 

の
 

星
斗
 

を
 

見
渡
し
た
。
 

而
 

し
て
 

私
の
 

靈
に
 

曰
っ
た
。
 

私
が
；
 

大
體
の
 

凡
て
 

を
 

抱
擁
し
て
、
 

そ
の
 

中
に
 

あ
る
 

凡
て
 

の
 

快
樂
と
 

知
識
と
 

わ
 

船
む
 

す
る
 

寧
 

を
：
^
 

た
ら
、
 

そ
の
 

時
 

私
 

は
滿
ち
 

足
る
 

事
が
 

出
來
る
 

だ
ら
 

う
か
と
。
 

そ
の
 

時
 

私
の
 

靈
は
 

答
へ
 

て
 

曰
 

ふ
。
 

否
。
 

私
達
 

は
 

そ
の
 

到
達
 

を
 

無
視
し
て
 

更
に
 

そ
の
 

先
き
 

に
蹦
 

進
す
 

る
の
 

み
だ
と
」
 

.
 
 

••
  

Wa
lt
  

w
;
-
i
t
n
y
l
n
.
"
 
 

I
2
I
7
—
I
2
r
9
.
 

「
足
に
 

ま
か
せ
て
 

心
も
輕
 

く
、
 

私
 

は
 

大
道
 

を
濶
 

歩
す
 

る
。
 

健
全
で
、
 

自
由
で
、
 

世
界
 

を
 

眼
の
 

前
に
 

据
.
 

ゑ
て
。
 

草
の
葉
 
 

一 
八
 

あ
 



有
 
鳥
武
郞
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集
 
笫
五
卷
 
 

】 八， 六. 

私
の
 
前
の
 
黑
褐
の
 

1
 路
は
 
欲
す
る
 
が
ま
 

i 
に
 遠
く
 
私
 を
 導
い
て
 
行
く
。
 

こ
れ
か
ら
.
 
私
 は
 幸
運
 
を
 求
め
な
 
い
 I
 
私
が
 
幸
運
 
そ
の
も
の
 
だ
。
 

こ
れ
か
ら
 
私
 は
く
よ
，
 
^
 
し
な
い
、
 
躇
は
 
な
い
、
 

叉
？
：
 者
 を
 も
 
要
し
な
い
。
 

剛
健
に
 
鉋
滿
 
し
て
 
私
 は
 大
道
 
を
 旅
し
て
 
行
く
。
 

こ i ろ
ぶ
 
 

にな 

(
し
か
も
 
私
 は
 快
い
 
重
荷
 
を
檐
ひ
 
つ
 

け
て
 
行
く
。
 

男
と
 
女
 —
—
 
そ
れ
 
を
 
私
 は
 運
ぶ
、
 
何
處
に
 
行
く
 
に
も
 
そ
れ
 
を
 蓮
ぶ
。
 

誓
っ
て
 
い
ふ
 
私
に
 
は
 彼
等
か
ら
 
遁
れ
る
 
術
 は
な
い
。
 
彼
 は
 
彼
等
で
 

一 杯
 だ
。
 
そ
の
代
り
 
彼
等
 
も
 
私
で
.
 
一
 杯
に
 
し
て
や
る
」
 

S
o
n
g
 
 of  the  O

p
e
n
 
 I^oad  -

 
 I
I
I
4
.
 

「
船
 を
乘
り
 
出
せ
！
 

深
い
 
海
原
の
 
み
 を
 指
し
て
 
舵
 を
 引
け
！
 

お
.
，
 
魂
、
 
大
膽
な
 
探
險
、
 
私
 は
 君
と
、
 
君
 は
 私
と
、
 
私
達
の
 
行
 手
 は
 船
 子
の
 
嘗
て
 
行
く
 
事
を
敢
 
て
し
 
な
か
っ
た
 
所
 だ
。
 

そ
こ
に
 
私
達
 
は
 船
、
 
私
達
 
自
身
 
及
び
 
萬
 事
を
睹
 
し
て
 
乘
り
 
出
す
 
の
 だ
。
 

勇
敢
な
る
 
私
の
 
魂
よ
！
 

遠
く
、
 

更
に
 

遠
く
 

帆
走
れ
！
 

お
.
 - 不

敵
な
る
、
 
然
し
 
安
全
な
る
 
歡
樂
！
 

彼
 處
も
亦
 
神
の
 
海
原
で
 
は
な
い
 
か
。
 



一
お
 

4:
1 
 

く
、
 

遠
く
、
 

遠
く
 

帆
走
れ
！
 

」
 

"p
as
si
ng
  

to
  

I
n
d
i
p
-
 
 

——
 

2^
6.
 

「
見
ろ
 

誇
り
げ
 

に
眼
銳
 

き
科
學
 

を
！
 

ひと
； 

0 

高
い
 

峰
か
ら
で
 

も
 

見
お
 

ろ
す
 

や
う
に
、
 

近
代
 

を
 

一
眼
に
 

か
け
て
、
 

つ
ぎ
/
、
、
 

に
 

a
s
 

對
 

の
な
 

叩 
令
 

を
煥
發
 

す
る
。
 

し
か
も
 

見
よ
、
 

凡
て
の
 

科
舉
の
 

上
に
 

立
つ
 

魂
 

を
、
 

魂
の
 

爲
 

め
に
、
 

地
球
の
 

周
圍
 

に
地
殼
 

が
榘
 

ま
る
 

や
う
に
、
 

歷
史
が
 

相
 

集
ま
り
、
 

もろ
/ 
\
 
 

- 
そ
の
 

爲
 

め
に
 

諸
 

の
 

星
 

は
 

大
空
 

を
 

流
れ
歩
く
。
 

迂
路
に
 
よ
る
 
螺
 線
形
の
 
道
の
 
上
、
 

(
海
上
 

を
 

一
杯
 

に
^
い
て
 

走
る
 

船
の
 

や
う
に
〕
 

魂の 爲 めに 部分 は 完成に
 

流れ 行き、 

そ
の
 

爲
 

め
に
 

理
想
 

は
 

理
想
に
 

向
っ
て
 

進
む
。
 

そ
の
 

爲
 

め
に
 

神
祕
な
 

進
化
 

も
 

行
 

は
れ
る
。
 

義
 

の
み
 

義
 

と
せ
ら
れ
す
、
 

私
達
の
 

い
ふ
 

不
^
 

も
亦
義
 

と
せ
ら
れ
 

る
の
 

だ
」
 

"
S
o
n
g
 
 

of
  

th
e 
 

U
n
i
v
e
r
s
a
l
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有
 
島
 
武
郞
仝
 
第
 
^
五
卷
 
 

一
八
べ
 

私
 は
か
く
し
て
 
私
の
 
魂
 を
 
通
じ
て
 
人
と
 
自
然
と
 
を
 
眺
め
て
 
見
た
い
。
 
私
 は
 長
い
^
 
馬
鹿
な
 
眼
に
 
遇
っ
て
 
ゐ
た
。
 
私
 
の
^
の
 
後
ろ
に
 

私
の
 
魂
 を
 
つ
れ
て
 
來
 
る
ま
で
、
 
私
の
 
昆
た
 
も
の
 
は
 凡
て
 
無
益
だ
っ
た
。
 

私
の
 
耳
の
 
後
ろ
に
 
私
の
 
魂
 
を
 
つ
れ
て
 
來
 る
ま
で
、
 
私
の
 
閒
ぃ
 

*H
  

0 
こ 

た
も
の
 
は
 凡
て
 
無
益
だ
っ
た
。
 
私
は
惡
 
夢
か
ら
 
覺
め
 
た
も
の
、
 
や
う
に
、
 
今
ま
で
 
私
の
 
眼
 
や
 耳
の
 
後
ろ
に
 
何
者
が
 
跋
扈
し
て
 
ゐ
 た
か
 

を
 
思
っ
て
 
心
が
 
惑
 
ふ
。
 
額
 を
 
銀
く
 
す
る
。
 
藤
史
 
と
い
 
ふ
 桎
梏
に
 
か
け
ら
れ
て
、
 

私
の
 
心
 は
 萎
え
 
*
 て
、
 
ゐ
 た
と
 
見
え
る
。
 

叉
 道
德
と
 

い
ふ
.
 牢
獄
の
 
裡
に
ゐ
 
て
、
 
祌
 妙
に
 
そ
の
 
莛
の
 
上
に
 
坐
す
 
る
 暇
に
、
 
心
 は
 死
に
 
か
け
て
 
ゐ
た
。
 
魂
を
兒
 
出
し
 
得
な
か
っ
た
 
私
 は
 何
を
桎
 

梏
 
に
か
け
、
 
何
 を
 牢
獄
に
 
投
じ
て
、
 
自
分
の
 
生
活
 
を
 安
全
 
だ
と
 
M
 ろ
て
 
ゐ
 
た
の
 
だ
ら
 
う
。
 
私
 は
 汗
す
 
る
よ
り
も
 
更
に
 
淚
 
せ
ん
と
す
 

る
。
 
高
 價
に
媾
 
は
れ
た
 
敎
訓
 
で
あ
る
よ
。
 
然
し
 
私
 
は
 遂
に
 
歷
史
 
よ
り
も
 
道
德
 
よ
り
も
 
大
き
か
っ
た
 
事
 を
 知
る
。
 
私
 は
 糜
^
し
た
 
私
の
 

魂
 を
 何
よ
り
 
愛
惜
す
 
る
 
工
夫
 
を
し
 
得
た
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 

私
 は
 私
が
 
出
來
 
得
る
 
限
り
 
仔
細
に
 
私
の
 
魂
 を
 調
べ
て
 
見
た
。
 
而
 し
て
 
糜
 
I
 し
た
 
魂
 は
 そ
の
 
ま
、
 
健
全
な
 
極
に
 
あ
る
 
事
 を
 知
っ
た
。
 

去
年
の
 
枝
 を
 切
り
 
拂
 
は
れ
て
 
春
風
に
 
雀
躍
り
 
す
る
 
若
木
の
 
や
う
に
、
 

私
 
€
 魂
 も
慯
々
 
し
い
 
疵
の
 
中
に
 
あ
っ
て
 
歡
 呼
の
 
聲
を
擧
 
げ
て
ゐ
 

る
。
 
私
は
甫
 
め
て
 
生
の
 
喜
び
の
 
如
何
な
る
 
も
の
で
あ
る
 
か
 を
 知
っ
た
。
 
生
と
 
は
 押
し
な
 
ベ
て
 
の
 人
の
 
言
 
ひ
 草
の
 
や
う
に
 
死
の
 
對
 照
で
 

みつぎ 

は
な
い
。
 
生
の
 
大
き
な
 
海
原
か
ら
 
週
れ
 
出
 得
る
 
如
何
な
る
 
泡
沫
が
 
あ
り
 
得
よ
う
。
 
死
 —
—
 
死
 も
 
亦
 生
に
 
貢
す
 
る
】
 
つ
の
 
流
れ
に
 
過
き
 

な
い
 
の
 だ
。
 
劫
 初
か
ら
 
劫
 末
に
、
 
人
の
 
耳
に
 
は
餘
 
り
に
 
高
い
 
青
樂
を
 
奏
で
つ
、
、
 

滔
々
 
と
 流
れ
 
漂
 
ふ
 生
の
 
海
原
 
は
、
 
今
の
 
私
の
 
眼
の
 

前
に
 
ほ
の
-
^
 
と
 開
け
 
度
る
。
 
凡
て
の
 
魂
 は
こ
の
 
海
原
に
 
聳
え
 
立
つ
 
五
 百
 重
の
 
波
で
 
あ
る
。
 
そ
の
美
し
 
さ
と
 
勇
ま
し
 
さ
と
 
を
 見
な
い
 

か
。
 
こ
の
 
晴
れ
 
や
か
な
 
光
に
 
照
ら
さ
れ
 
る
と
、
 
死
 も
 
亦
 美
し
い
 
一
人
の
 
保
護
 
女
神
 
だ
。
 
死
 を
 讃
美
し
ょ
う
。
 

「
来
い
、
 
可
憐
な
 
な
つ
か
し
い
 
死
よ
、
 



地
上
の
 
限
り
 
を
隈
 
も
な
 
く
、
 
落
着
い
た
 
足
 ど
り
 
で
 近
づ
く
、
 
近
づ
く
 

晝
 
に
も
、
 
夜
に
 
も
、
 
凡
て
の
 
人
に
、
 
各
ぶ
 
の
 人
に
、
 

早
 か
れ
 
遲
 か
れ
、
 
華
奢
な
 
姿
の
 
死
よ
。
 

測
り
 
難
い
 
宇
宙
 
は
讃
む
 
ベ
 き
か
な
、
 

そ
 
Q
 生
、
 
そ
の
 
喜
び
、
 
珍
ら
 
し
い
 
諸
 
の
 物
象
と
 
知
識
、
 

又
 そ
の
 
愛
、
 
せ
い
 
愛
 I
I
 
然
し
な
が
ら
 
更
に
 
（
-
讃
 
む
べ
き
 
か
た
、
 

^
の
 
冷
靜
に
 
凡
て
 
を
 捲
き
 
こ
む
 
死
の
 
確
 實
な
枸
 
擁
の
乎
 
は
。
 

静
か
な
 
足
 ど
り
 
で
 小
 息
み
 
な
く
 
近
づ
い
て
 
來
る
喑
 
き
 
母
よ
。
 

心
か
ら
 
あ
な
た
の
 
爲
 
め
に
 
歡
迎
の
 
歌
 
を
 歌
っ
た
 
人
 は
ま
 
だ
 
一
 人
 も
な
い
 
と
い
 
ふ
の
 
か
。
 

まさ
 

そ
れ
な
ら
 
私
が
 
歌
 は
う
 
—
—
 
私
 は
 凡
て
 
に
 勝
っ
て
 
あ
な
た
 
を
光
榮
 
と
し
ょ
う
。
 

あ
な
た
が
 
必
す
來
 
る
べ
き
 
も
の
な
ら
、
 
間
違
 
ひ
な
く
 
來
て
 
下
さ
い
と
 
歌
 
ひ
 出
で
 
よ
う
。
 

近
づ
け
、
 

力
強
い
 

救
助
 

者
—
.
 

そ
れ
が
 
運
命
な
ら
 
—
—
 
あ
な
た
が
 
人
々
 
を
 
か
き
 
抱
い
た
ら
、
 

私
 は
 喜
ん
で
 
そ
の
 
死
者
 
を
 歌
 は
う
 

あ
な
た
の
 
愛
に
 
滿
 ち
て
 
流
れ
 
漂
 
ふ
 大
海
原
に
 
溶
け
 
こ
ん
で
、
 

あ
な
た
の
 
法
樂
の
 
洪
水
に
 
有
頂
天
に
 
な
っ
た
 
そ
の
 
死
者
 
を
 歌
 は
う
、
 
お
、
 
死
よ
。
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1 
九
 

〇
 

私
か
ら
 
あ
な
た
に
 
喜
び
の
 
夜
曲
 
を
、
 

义
 

舞
踏
 

を
 

挨
拶
と
 

共
に
 

申
し
出
る
 

1 
1
 

部
屋
 

の
 

飾
り
と
 

饗
宴
と
 

も
 

亦
"
 

お
し
く
 

は
廣
 

や
か
な
 

地
の
 

景
色
、
 

若
し
く
は
 

高
く
 

擴
 

が
る
 

筌
、
 

^
し
く
 

は
 

生
活
、
 

若
し
く
は
 

圃
園
、
 

若
し
く
は
 

大
き
な
 

物
 

思
 

は
し
い
 

夜
 

は
 

凡
て
 

あ
な
た
に
 

適
 

は
し
い
。
 

芯
し
 
く は

 星
々
 
に
 守
ら
れ
た
 
靜
 か
な
 夜
，
 

お
し
く
 

は
 

海
の
 

汀
、
 

私
の
 

聞
き
 

知
 

つ
 

た
 

あ
の
 

皺
が
 

れ
聲
で
 

さ
 

X.
 

や
く
 

波
、
 

お
し
く
 

は
 

私
の
 

魂
 

は
 

あ
な
た
に
 

振
り
向
く
，
 

お
、
 

際
涯
 

も
な
 

く
 

大
き
な
、
 

面
 

被
 

ひ
の
 

堅
き
 

死
よ
.
』
 

モ
 

し
て
 

肉
體
は
 

感
謝
し
て
 

あ
な
た
の
 

膝
の
 

上
に
 

丸
 

ま
っ
て
 

^
喰
 

ふ
。
 

の
 上
か
ら
 
私
 は
 歌
 を
 {仝- に

 漂
 は
す
、
 

紅
り
 

SS
  

く
 

浪
を
越
 

え
 

て：
、 

—
—
 

無
數
 

の
圃
圃
 

と
荒
漠
 

た
る
 

大
 

草
原
と
 

を
 

越
え
て
、
 

ト
，
.
 
 

ふなつきば 

辻
て
 

こ
ん
だ
 

凡
て
の
 

市
街
と
、
 

群
集
に
 

埤
 

ま
る
 

繋
船
 

場
と
 

道
路
と
 

を
 

越
え
て
、
 

私
 

は
こ
の
 

歌
 

を
 

喜
ん
で
 

喜
ん
で
 

{4
! 

に
 

漂
 

は
す
、
 

お
 

\ 
死
よ
」
 

.
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私
 

は
 

自
ち
强
 

者
と
 

名
乘
る
 

も
の
 

を
 

哂
 

ふ
。
 

又
 

他
の
 

呼
ん
で
 

弱
者
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

を
 

見
て
、
 

そ
の
 

何
ん
 

の
 

故
で
 

あ
る
か
 

を
 

知
る
 

に
 

苦
し
 



む
。
 
魂
の
 
前
に
 
強
弱
の
 
差
別
 
は
な
い
 
I
I
 
そ
れ
 
自
身
に
 
し
て
 
完
全
 
だ
。
 
魂
 は
 魂
に
 
對
 し
て
 
か
う
 
告
げ
る
。
 

「
私
 
は
 降
り
 
行
く
 
人
 を
 捕
へ
 
る
、
 
而
 し
て
 
無
敵
の
 
意
志
 
を
 
以
て
 
彼
 を
 
引
き
上
げ
る
。
 

お
、
 
失
望
す
 
る
 I
 よ
 

* 
玆
に
 
俺
の
 
頸
が
 
あ
る
 
ぞ
，
 

祌
 
か
け
て
：
 
S
 ふ
 降
っ
て
 
行
っ
て
 
は
い
け
 
な
い
、
 
構
 は
な
い
 
か
ら
 
安
心
し
て
 
俺
の
 
頸
に
 
つ
る
さ
 
が
れ
」
 

r 
 

Wa
lt
  

w
h
i
t
m
a
n
.
-
 
 

I
8
S
I
I
O
I
O
.
 

實
 
に
こ
 
一
の
 言
葉
の
 

「
家
 
を
 建
て
る
 
に
 使
 
ふ
 水
準
器
 
以
上
に
 
驕
慢
」
 
な
 言
葉
で
 
な
い
 
専
を
 
私
の
 
魂
 は
 知
っ
て
 
ゐ
る
。
 
お
し
 
さ
う
 
で
な
 

か
っ
た
ら
、
 
魂
の
 
背
景
 
を
 作
る
 
永
劫
の
 
進
化
の
 
徑
路
は
 
水
泡
 
だ
と
 
云
 は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
假
 相
を
剝
 
い
で
 
釗
 
い
で
 
魂
に
ま
で
 
行
か
つ
"
 

而
 し
て
 
そ
こ
に
 
普
遍
 
圓
滿
 
な
 生
の
 
海
原
に
 
溶
け
 
流
れ
よ
う
、
 
—
—
 
自
由
に
 
自
然
に
 
而
 し
て
 
力
強
く
。
 

私
 は
 新
し
い
 
藝
術
 
S
 傾
向
 
を
 魂
に
 
行
く
 
傾
向
と
 
云
 
は
 
う
。
 

ft: 然
が
魂
 
を
 脅
か
す
 
様
 を
^
^
だ
 
け
 
を
 働
か
し
て
 

唯：：： や
 汁
っ
た
^
 
ほ
 

や
、
 
魂
 を
 出
し
 
拔
 
い
て
 
自
然
と
 
自
然
と
 
が
交
涉
 
し
た
 
跡
 を
淺
く
 
尋
ね
る
 
態
度
 
は
、
 
旣
に
 
過
ぎ
た
。
 
私
 は
 殊
に
 
新
し
い
 
傾
向
の
^
 
W
 お
 

と
し
て
 
後
靱
 
印
象
派
と
 
概
稱
 
さ
れ
る
 
畫
家
 
そ
の
他
に
 
感
謝
せ
 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
騫
ェ
は
 
遂
に
 
人
生
に
 
相
關
 
は
ろ
^
 
術
^
に
ま
で
 
飛
^
し
 

た
。
 
彼
等
 
は
 魂
に
 
浸
 滲
し
 
始
め
た
。
 
魂
に
ま
で
 
行
か
う
 
と
す
る
 
敬
虔
な
 
向
上
 
I
 
此
の
 
目
覺
 
ま
し
い
 
活
動
の
 
外
に
、
 
彼
，
 
の
^
に
 
は
 

何
等
の
 
動
向
 
も
な
 
く
 
乂
發
心
 
も
な
い
。
 
況
ん
ゃ
 
何
者
に
 
對
 す
る
 
何
等
の
 
敵
意
が
 
あ
り
 
得
よ
う
。
 
か
く
て
 
彼
等
 
は
私
逮
 
に
 魂
 
の
3
5
 
の
耍
 

求
が
 
何
處
に
 
4
 ら
 
ね
ば
な
ら
 
ぬ
か
 
を
お
 
ぼ
ろ
げ
 
な
が
ら
 
示
し
て
 
く
れ
た
。
 
水
盤
に
 
水
を
滿
 
た
し
て
 
雙
 乎
に
 
捧
げ
る
 
如
く
，
 

公
-
や
 
透
 做
 

な
 
心
 を
 持
す
 
る
 事
な
 
く
し
て
、
 
如
何
し
て
 
此
の
 
宏
大
な
る
 
企
圖
 
が
な
 
し
果
 
さ
れ
 
得
よ
う
。
 

草
の
葉
 
 

一
九
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a
n
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二
 

lo
w 
 

u
n
o
n
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l 
 

I 
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wr
it
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l 
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e,
  

w
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n
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魂
の
 

拘
擁
"
 

よ
り
 

犬
な
る
 

魂
の
よ
り
 

犬
な
る
 

抱
擁
。
 

神
の
 

大
 

な
る
 

抱
擁
に
 

至
る
べ
き
 

習
練
と
 

努
力
。
 

私
は
靜
 

か
に
 

こ
れ
 

を
 

思
 

ふ
と
 

ホ
 

ヰ
ッ
ト
 

マ
ン
の
 

c
c
m
e
r
a
d
e
 

と
 

云
 

ふ
 

常
用
の
 

稱
呼
を
 

先
 

づ
思
ひ
 

浮
べ
る
。
 

义
 

彼
の
 

死
に
 

對
 

す
る
 

自
然
な
 

愛
着
 

を
 

想
 

ひ
 

起
さ
な
い
で
 

は
 居
ら
れ
な
い
。
 
大
き
な
 
生
の
 
海
原
に
 
溶
け
込
ん
だ
 
魂
 は
、
 
物
 皆
の
 
醜
い
 
隔
て
 
を
乘
り
 
越
え
て
 
互
に
 
さ
、
 
や
い
て
 
居
る
"
 

「
今
 私
共
 
は
 遇
 
ひ
、
 
見
、
 
而
 し
て
 
安
全
 
だ
、
 

• 



平
和
に
 
再
び
 
大
洋
に
 
還
れ
よ
、
 
私
の
 
愛
す
る
 
者
よ
、
 

私
も
亦
 
そ
の
 
大
洋
の
 

一
 部
で
 
あ
る
 
—
—
 
私
共
 
は
 思
 
ふ
 程
 隔
た
っ
た
 
仲
で
 
は
な
い
、
 

御
覽
 
こ
の
 
大
き
な
 
輪
廻
 
を
 —
—
 
凡
て
 
の
 順
應
、
 
何
と
 
云
 
ふ
 完
全
 
さ
 だ
ら
 
う
」
 

"
O
u
t
 
 

of
  

th
e 
 

Ro
ll
in
g 
 

Cc
ca
n,
  

th
e 
 

C
r
o
w
d
"
 
 

6
1
9
.
 

若
し
 

最
も
 

自
分
 

を
 

信
じ
 

得
な
い
 

も
の
 

を
 

求
め
た
な
ら
ば
、
 

乂
最
も
 

力
 

を
 

用
 

ふ
る
の
 

を
懶
 

が
る
 

も
の
 

を
 

求
め
た
な
ら
ば
、
 

又
：
^
 

も
 

物
 

皆
の
 

驅
 

使
に
 

唯
々
 

た
る
 

も
の
 

を
 

求
め
た
な
ら
ば
、
 

私
 

は
先
づ
 

私
自
身
 

を
 

指
さ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

事
 

を
 

知
っ
て
 

お
る
。
 

私
 

は
 

木
 

力
 

も
が
^
 

を
、
 

草
の
葉
が
 

黑
土
 

を
裝
ひ
 

始
め
る
 

時
か
ら
、
 

黄
 

落
の
 

悪
夢
に
 

脅
か
さ
れ
る
 

ほ
ど
、
 

び
く
 

/
(
-
 

し
た
 

心
 

構
へ
 

で
：
^
 

る
^
 

を，
：：
，：
： 

せ
れ
 

ば
な
ら
 

ぬ
。
 

然
し
な
が
ら
 

私
の
 

魂
 

は
、
 

そ
れ
に
 

も
 

係
 

は
ら
す
、
 

凡
て
が
 

大
歡
 

喜
の
 

巾
に
 

あ
る
 

事
を
^
.
;
:
 

M
 

く
宜
.
 

：：
n 

す
る
。
 

私
は
而
 

し
こ
 

神
聖
な
る
 

喜
劇
が
 

存
在
の
 

實
相
 

で
あ
る
 

事
 

を
 

明
か
に
 

體
 

得
す
る
。
 

私
が
 

魂
に
 

觸
れ
 

得
る
 

と
 

云
 

ふ
 

le
r 

か
こ
の
 

s-
s^
 

の
夾
 

害
で
 

あ
る
。
 

ホ
 

ヰ
ッ
ト
 

マ 
ン 

す
ら
 

r
E
T
 

聞
き
 

而
 

し
て
 

默
す
」
 

瞬
 

^
 

は
 

あ
る
。
 

然
し
 

そ
れ
 

は
 

物
 

呰
に
卽
 

し
た
 

時
の
 

瞬
 

I!
 

で
あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
-
 

私
 

は
 

そ
の
 

薄
い
 

膜
の
 

彼
處
に
 

絶
大
な
 

光
明
 

世
界
 

を
 

見
る
 

の
 

外
 

は
な
い
。
 

私
 

は
 

私
自
身
の
 

pe
ev
is
hn
es
s 

か
ら
こ
の
 

一
大
^
 

を
 

此
の
^
:
 

か
ら
 

葬
り
去
る
 

程
の
 

害
心
 

は
 

持
ち
 

得
な
い
。
 

物
 

皆
に
 

卽
 

し
た
 

今
の
 

私
に
 

徹
底
的
な
 

悲
觀
論
 

は
 

如
何
に
 

歡
迎
 

さ
る
べ
き
 

も
の
で
あ
る
よ
。
 

所
 

が
 

私
の
 

魂
 

は
、
 

糜
爛
し
た
 

魂
 

は
、
 

そ
の
 

奧
 

に
あ
っ
て
 

胎
を
 

立
ち
 

出
で
 

た
る
 

太
陽
の
 

如
く
に
^
 

び
 

笑
っ
て
 

W
 

る
の
 

だ
。
 

「
お
 

X 私
の
 
靈
の
喜
 
び
！
 

靈
は
囚
 
は
れ
す
 
し
て
 
電
光
の
 
や
う
に
 
飛
ぶ
。
 

此
の
 
地
球
 
を
 所
有
し
 
或
る
時
 
間
 を
 所
有
す
 
る
 だ
け
で
 
は
 飽
き
 
足
ら
な
い
。
 

私
 

は
 

千
の
 

天
體
と
 

永
遠
と
 

を
 

得
よ
う
」
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私
の
 
魂
 は
か
く
て
 
久
遠
の
 
光
明
 
裡
に
 
凡
て
の
 
魂
の
 
行
進
 
を
 見
る
。
 
「
永
久
に
 
生
き
て
、
 
永
久
に
 
前
方
に
、
 

或
は
 
堂
々
 
と
、
 
或
は
 
嚴
 

肅
に
、
 
或
は
 
愁
然
と
、
 
或
は
 
身
 を
 避
け
て
、
 
或
は
 
辱
 し
め
ら
れ
、
 
或
は
 
狂
 ひ
、
 
或
は
 
噪
 暴
に
、
 
或
は
 
弱
く
、
 
或
は
 
不
平
が
 
ま
し
く
、
 

或
は
 
絕
望
 
的
に
、
 
或
は
 
倨
傲
に
、
 
或
は
 
愚
に
、
 
或
は
 
病
み
て
、
 
或
は
 
人
に
 
容
れ
 
ら
れ
、
 
或
は
 
又
 人
に
 
遠
ざ
け
ら
れ
な
が
ら
、
 

彼
等
 
は
 

行
き
 
行
く
 
の
 だ
。
 
彼
等
 
は
 行
く
 
事
 を
 
知
っ
て
 
は
 居
る
 
が
 何
處
に
 
行
く
 
か
 を
 
知
ら
-
な
い
で
 
居
る
。
 
然
し
 
私
 は
 彼
等
が
 
最
上
の
 
方
へ
、
 
又
 

何
等
か
 
偉
大
な
 
も
の
-
方
 

へ
 造
み
 
つ
 
\ 
あ
る
 
事
 を
 知
っ
て
 
居
る
」
 

「
魂
の
 
流
 射
、
 

お.^ 
魂
の
 
流
 射
 は
、
 
問
題
の
 
種
 を
 ま
き
な
が
ら
、
 
木
の
葉
に
 
被
 は
れ
た
 
門
 を
 潜
っ
て
、
 

內
 部
か
ら
 
出
て
 
來
る
。
 

こ
の
 
あ
こ
が
れ
 
心
、
 
そ
れ
 
は
 何
故
で
 
あ
ら
う
？
 

又
 そ
れ
と
 
定
め
が
 
た
い
こ
の
 
想
 
ひ
、
 
そ
れ
 
は
 何
故
で
 
あ
ら
う
？
 

何
故
 
男
女
の
 
人
達
が
 
私
の
 
側
近
く
 
居
る
 
と
、
 
太
陽
の
 
光
が
 
私
の
 
血
に
 
漲
る
 
の
 だ
ら
 
う
？
 

ちゃ
う？
 

つ 

何
故
 
彼
等
が
 
私
 を
 離
れ
る
 
と
、
 
私
の
 
歡
 喜
の
 
長
旒
 
は
だ
ら
 
り
と
 
細
く
 
垂
れ
 
下
る
 
の
 だ
ら
 
う
？
 

何
故
 
私
が
 
そ
の
 
下
 を
 歩
く
 
毎
に
、
 
彼
 處
の
樹
 
か
ら
 
偉
大
な
 
音
律
 
的
な
 
思
想
が
 
私
の
 
上
に
 
降
る
 
の
 だ
ら
 
う
？
 

(
私
 思
 
ふ
に
 
人
 は
 
あ
の
 
樹
に
夏
 
冬
 を
つ
 
る
し
て
 
置
い
て
、
 
私
が
 
通
る
 
と
そ
の
 
果
を
 
落
し
て
 
よ
こ
す
 
の
 だ
)
 

私
が
 
見
す
 
識
ら
 
す
の
 
人
と
 
突
然
 
取
り
 
交
す
 
も
の
 
は
 何
ん
だ
。
 
御
者
の
 
側
に
 
坐
っ
て
 
居
る
 
時
、
 
そ
の
 
御
者
と
 
取
り
 
交
す
 
そ
の
も
の
 
は
 

何
ん
だ
。
 

私
が
 
行
き
す
 
り
に
 
立
ち
 
停
っ
て
 
見
る
、
 
引
 網
 を
 
引
く
 
漁
夫
と
 
取
り
 
交
す
 
そ
の
 
者
 は
 何
ん
だ
。
 



女
な
 

り
 

男
な
 

り
の
 

好
意
に
 

對
 

し
て
、
 

自
由
に
 

そ
れ
 

を
 

受
け
入
れ
 

し
む
る
 

そ
の
も
の
 

は
 

何
ん
だ
。
 

又
 

彼
等
 

を
し
て
 

私
の
 

好
意
 

を
 

自
由
に
 

受
け
入
れ
 

し
め
る
 

そ
の
も
の
 

は
 

何
ん
だ
」
 

"
ひ
 

on
j?
  

01
  

tn
" 
 

O
p
o
n
 
 

R
o
a
d
.
"
 
 

oo
 

1
 

10
5.
 

然
し
 

私
は
餘
 

り
に
 

平
和
に
 

魂
の
 

行
進
 

を
說
 

い
た
か
 

知
ら
ん
。
 

そ
れ
な
ら
ば
 

私
 

は
 

云
 

ふ
、
 

エ
ホ
バ
 

を
 

兌
る
 

も
の
 

は
 

死
す
、
 

魂
 

は
 

在
 

で
あ
る
か
ら
 

假
 

相
に
 

取
っ
て
 

は
 

恐
怖
で
 

あ
り
 

破
壞
 

で
あ
る
 

事
 

は
 

云
 

ふ
ま
で
 

も
な
い
 

と
。
 

私
 

は
 

魂
が
 

物
 

の
 

上
に
 

立
つ
 

時
 

を
 

想
像
す
 

る
 

と
、
 

想
像
し
た
^
 

け
で
、
 

眼
 

は
 

眩
み
、
 

耳
 

は
 

S
t
 

す
る
 

を
覺
 

え
る
。
 

そ
の
 

時
、
 

今
の
 

恃
む
 

凡
て
の
 

堅
！
：
 

な
る
 

も
の
 

は
、
 

世
に
 

憐
れ
な
^
 

滓
と
 

し
て
、
 

一
 

つ
 

殘
ら
す
 

塵
に
 

歸
 

す
る
 

だ
ら
 

う
。
 

物
 

皆
 

は
藻
搔
 

き
藻
搔
 

い
て
 

魂
の
 

歩
み
か
ら
 

拔
け
 

出
よ
う
と
 

す
る
 

け
れ
ど
も
、
 

そ
れ
 

等
 

は
 

一
 

見
 

成
功
し
た
 

ら
し
く
 

見
え
て
 

失
敗
に
 

終
っ
て
 

し
ま
 

ふ
。
 

物
 

皆
が
 

あ
わ
て
ふ
た
め
く
 

ii
 

に
、
 

魂
の
 

歩
み
 

は
 

一
 

絲
亂
れ
 

な
い
。
 

而
 

して 遂に 永遠の 秩序 は 基 を 定める であらう。 
「
決
然
た
 

る
行
爲
 

の
 

前
 

に
 

論
議
 

は
 

如
何
 

に
 

卑
陋
な
 

る
よ
！
 

男
 

若
し
く
は
 

女
の
 

一
視
 

線
に
、
 

如
何
に
 

都
市
の
 

美
 

觀
は
縮
 

退
し
 

了
る
 

よ
！
 

强
き
 

者
が
 

現
 

は
れ
る
 

ま
で
、
 

凡
て
の
 

物
 

は
 

怠
慢
な
 

や
り
方
 

を
し
な
が
ら
 

待
っ
て
 

居
る
。
 

强
 

き 
者
 

は
 

宇
宙
 

の 
人
種
と
 

村
 

能
と
の
 

證
據
 

で
あ
る
。
 

若し
 

彼 又は
 

彼女
が 

現 はれ
 

&ば
 

物^
 

は摺
 

伏す
 

る、
 

魂
に
 
關
 す
る
 
論
^
 
は
 
止
ん
で
 
し
ま
 
ふ
。
 

草
の
葉
 
 

一 
九
 

五
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集
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六
 

古
き
 
習
慣
 
古
き
 
用
語
 
は
 敵
對
を
 
受
け
、
 
退
け
ら
れ
、
 
葬
ら
れ
る
。
 

そ
の
 

時
 

君
の
 

金
 

ま
う
 

け
が
 

何
の
 

役
に
立
つ
？
 

君
の
 

體
 

面
が
 

何
の
 

役
に
立
つ
？
 

君
の
 

神
學
、
 

敎
育
、
 

社
會
，
 

傳
說
、
 

法
令
 

全
書
が
 

何
の
 

役
に
立
つ
？
 

存
在
に
 

對
 

す
る
 

君
の
 

嘲
笑
 

は
 

今
 

安
く
に
 

あ
る
？
 

魂
に
 

對
 

す
る
 

君
の
 

妄
語
 

は
 

今
 

安
く
に
 

あ
る
？
 

」 

「
私
 

は
 

誓
言
す
 

る
、
 

私
 

は
 

嘗
て
 

征
服
せ
ら
れ
.
 

な
い
 

も
の
 

、
味
方
 

だ
。
 

其
の
 

根
性
 

を
 

一
 

度
 

も
 

曲
げ
た
 

事
の
 

な
い
 

男
女
の
 

味
方
 

だ
。
 

法
律
 

や
、
 

學
說
 

や
、
 

傳
 

習
に
 

打
ち
勝
 

た
れ
な
い
 

人
々
 

の
 

味
方
 

だ
。
 

. 
私
 

は
 

誓
言
す
 

る
、
 

私
 

は
 

全
地
 

球
と
 

肩
 

を
な
ら
 

ベ
て
 

押
し
 

歩
く
 

も
の
 

\ 
味
方
 

だ
。
 

凡
て
 

を
 

開
始
す
 

る
爲
 

め
に
 

一
 

事
よ
り
 

開
始
す
 

る
 

者
の
 

味
方
 

だ
」
 

^ 
 

M
a
r
c
h
e
s
 
 

n
o
w
 
 

th
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is
  

ov
er
.*
, 
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J.
 

20
3,
 

「
こ
の
 

次
に
 

何
が
 

起
る
 

か
 

を
 

誰
が
 

知
る
 

か
 

—
—
 

恐
る
べ
き
 

兆
候
 

は
 

日
夜
に
 

滿
 

つ
る
、
 



未
知
の
 

年
よ
！
 

私
が
 

歩
き
な
が
ら
 

見
 

窮
め
よ
う
 

と
し
て
も
 

見
^
め
ら
れ
な
い
 

前
方
の
^
 

^
は
 

妖
^
で
 

溢
れ
て
.
^
 

る
、
 

生
れ
ざ
る
 

行
爲
、
 

や
が
て
 

現
 

は
る
べ
き
 

事
象
 

は
、
 

私
の
 

身
の
 

圍
 

り
に
 

隱
毘
 

す
る
、
 

お
 

& 
想
像
 

も
 

及
ば
ぬ
 

こ
 

の
 

突
進
と
 

灼
熱
 

—
—
 

こ
 

の
 

奇
怪
な
 

感
極
ま
れ
る
 

夢
の
 

熱
、
 

お
 

\ 
年
よ
！
 

お
、
 

年
よ
、
 

お
前
の
 

夢
 

は
 

存
分
に
 

私
に
 

貰
 

徹
す
る
。
 

(
私
 

は
覺
 

め
て
 

居
る
 

の
か
 

眠
っ
て
 

居
る
 

の
か
)
 

働
き
 

を
 

終
 

へ
た
 

ア
メ
リ
カ
と
 

ョ 
I
n
 

ツ
バ
 

と
 

は
、
 

私
の
 

後
ろ
の
 

影
の
 

奥
に
 

退
き
 

去
っ
て
、
 

今
ま
で
よ
り
 

更
に
 

絶
大
な
 

こ
れ
か
ら
 

働
く
べ
き
 

國
々
 

は
 

私
の
 

上
に
 

ど
ん
^
 

(\
 

進
ん
で
 

來
る
」
 

"
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私
 

は
 

お
だ
や
か
な
 

魂
 

を
 

お
だ
や
か
に
 

人
に
 

語
る
 

の
 

だ
が
、
 

魂
の
 

お
だ
や
か
 

さ
は
 

颭
 

風
と
 

大
濤
の
 

荒
き
 

よ
り
も
 

や
、
 

荒
き
^
 

を
 

知
ら
 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

魂
の
 

卽
位
を
 

避
け
る
 

事
 

は
出
來
 

な
い
。
 

そ
れ
 

を
 

避
け
 

ざ
ら
ん
 

に
 

は
、
 

老
い
た
 

る
 

も
の
 

は
滅
 

お
る
^
^
 

を
、
 

==
,H
 

き
も
 

の
は
廢
 

た
る
、
 

準
備
 

を
、
 

倨
傲
な
る
 

も
の
 

は
 

ひ
れ
 

伏
す
 

身
 

構
へ
 

を
し
て
 

居
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

頑
迷
と
、
 

姑
^
と
、
 

稱
邛
 

と
、
 

メ
^
 

と
 

は
 

魂
の
 

防
禦
に
 

は
 

最
も
 

鈍
っ
た
 

武
器
で
 

あ
る
。
 

「
行
け
、
 

大
道
 

は
 

私
達
の
 

前
に
 

あ
る
！
 

そ
こ
 

は
 

安
全
 

だ
 

—
—
 

私
 

は
 

歩
い
て
：
 

D-
 

た
の
 

だ
 

—
—
 

私
の
 

こ
の
 

足
が
 

十
分
に
 

試
み
た
 

の
 

だ
。
 

行
け
、
 

躊
躇
す
 

る
な
！
 

書
か
な
い
 

ま
.
^
 

で
 

紙
な
ん
 

ぞ
は
 

机
の
 

上
に
 

措
い
て
 

置
け
-
 

書
物
 

は
 

本
棚
に
 

開
か
す
 

に
 

仕
舞
 

ひ
こ
め
 

ー 

草
の
葉
 
 

一 
九
 

七
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八
 

ま
 
具
 ま
 ，
ェ
蕩
 
に
、
 
金
 は
 諸
け
 
す
に
 
ほ
っ
た
ら
か
せ
！
 

®
 校
に
 
も
 
近
づ
く
な
、
 
敎
師
の
 
云
 ふ
 事
な
ん
 
ぞ
に
は
 
耳
を
貸
さ
な
い
で
！
 

坊
主
に
 
は
 脇
 手
に
 
講
壇
か
ら
 
說
敎
を
 
さ
せ
、
 
狀
師
に
 
は
 勝
手
に
 
法
廷
で
 
論
じ
さ
せ
、
 
法
官
に
 
は
 勝
手
に
 
法
 を
 
ひ
ね
く
ら
せ
て
 
置
け
 
ー 

わ
が
 
子
よ
！
 

私
 は
お
 
前
に
 
乎
を
與
 
へ
 る
！
 

お
前
に
 
金
よ
り
 
は
 少
し
 
贵
ぃ
 
私
の
 
愛
を
與
 
へ
 る
！
 

說
敎
ゃ
 
法
令
の
 
代
り
に
 
私
 は
お
 
前
に
 
私
自
身
 
を
與
 
へ
 る
！
 

お
前
 
も
お
 
前
 自
身
 
を
 
私
に
 
く
れ
な
い
 
か
、
 
而
 し
て
 

一
 褚
に
 
旅
に
 
出
な
い
 
か
。
 

生
き
て
 
る
 限
 り. 

お
 互
 に
し
つ
 
か
り
 
結
び
 
附
ぃ
 
て
い
っ
た
ら
 
如
何
 
だ
ら
 
う
」
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私
の
 
魂
 は
か
く
 
私
に
 
告
げ
る
。
 
而
 し
て
 
ワ
ル
ト
.
 
ホ
 
ヰ
ッ
ト
 

マ 
ン
は
 
私
の
 
魂
 
0
 告
げ
る
 
所
に
 
か
く
 
唱
和
す
 
る
。
 

「
私
 
は
 私
の
 
身
 を
 塵
に
 
委
 す
る
、
 
而
 し
て
 
私
の
 
愛
す
る
 
草
に
 
現
 は
れ
よ
う
。
 

君
が
 
私
 を
 求
め
た
い
 
と
な
ら
、
 
君
の
 
靴
の
 
下
に
 
私
 を
 尋
ね
 
給
へ
。
 

君
に
 
は
 
私
が
 
何
ん
で
 
あ
り
 
何
 を
 
云
 ふ
の
 
か
 解
る
ま
い
。
 もたら 

解
ら
 
な
く
っ
て
 
も
い
-
、
 

私
 は
 君
の
 
爲
 め
に
 
健
康
 
を
齎
 
さ
う
、
 
而
 し
て
 
君
の
 
血
を
淨
 
め
て
 
力
 を
つ
 
け
よ
う
。
 



1
 度
 私
 を
 
捕
へ
 
損
ね
て
 
失
望
し
 
ち
ゃ
い
 
け
な
い
、
 

たづ 

玆
で
 
尋
ね
 
あ
て
な
か
っ
た
ら
 
外
 を
 
尋
ね
 
給
へ
。
 

, 私
 は
 君
 を
 待
っ
て
 
必
 す
何
處
 
か
に
 
居
る
 
か
ら
ね
」
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詩
の
 
飜
譯
は
 
不
可
能
な
 
事
で
す
 
か
ら
^
 
文
の
 
ま
、
 

に 出
さ
う
 
と
し
ま
し
 
た
が
、
 
字
を
桢
 
ゑ
る
 
人
の
 
苦
 勞
を
思
 
ひ
や
っ
て
、
 
^
し
ま
し
た
。
 
^
^
に
 

は
 詩
 題
と
 
行
数
と
 
を 書

き
 
添
 
へ
て
 
置
き
ま
し
た
 
か
ら
、
 
原
詩
 
を 讀

ん
で
 
下
さ
 

い。 

：原
 

文
 

の
ま
 

丄 
出
し
た
 

の
は
譯
 

す
る
 

に 
は
 

餘
リ
に
 

勿
體
な
 

か
っ
た
 

か
ら
で
す
。
 

「
船
 

を
乘
リ
 

出
せ
 

云
々
」
 

の 
詩
 

も 
原
文
 

で
^
ぐ
べ
き
^
 

の 
も
の
で
す
。
 

(1 
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本
學
の
 

過
去
 

(
東
北
 

帝
 

國
大
舉
 

農
科
 

大
學
)
 

玆
に
 

明
治
 

敎
 

育
史
 

を
 

編
む
 

者
が
 

出
て
、
 

明
治
 

初
期
に
 

屬
 

す
る
 

敎
育
界
 

に
 

特
殊
な
 

色
彩
 

を
 

放
っ
た
 

舉
校
を
 

索
め
 

た
ら
、
 

勢
 

ひ
 

先
づ
指
 

を
 

屈
す
る
 

の
 

は
、
 

福
澤
 

先
生
の
 

慶
應
義
塾
と
 

新
 

島
 

先
生
の
 

同
志
 

社
と
 

而
 

し
て
 

本
學
の
 

前
身
な
る
 

札
 

幌
農
學
 

校
と
 

で
あ
ら
う
。
 

當
時
は
 

敎
育
 

事
業
 

も
 

亦
新
舊
 

過
渡
の
 

潮
流
に
 

漂
 

は
さ
れ
 

て
 

居
た
 

の
で
 

あ
る
が
、
 

一 
の
擧
 

校
の
 

方
針
 

施
設
 

一
切
が
 

其
の
 

統
率
す
 

る
 

人
物
に
 

よ
つ
 

て
 

確
定
さ
れ
 

た
點
 

は
、
 

昔
風
の
；
 

^
塾
の
 

面
影
 

を
存
 

し
て
 

居
っ
た
 

と
 

云
 

は
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

福
澤
 

先
生
 

は
當
 

今
に
 

有
用
な
 

實
務
家
 

を
 

得
よ
 

う
と
；
 

ぶ
ふ
の
 

が
 

目
的
で
、
 

新
 

島
 

先
生
 

は
 

日
本
の
 

內
部
 

生
命
 

を
 

指
導
す
 

る
 

人
物
 

を
 

造
る
 

の
が
 

主
義
で
、
 

兩
 

先
生
の
 

人
格
 

は
 

赤
裸
々
 

に
發
 

露
し
て
、
 

他
と
 

混
同
す
べ
か
ら
ざ
る
 

特
殊
の
 

校
風
 

を
 

成
し
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

わ
が
 

札
 

幌
農
學
 

校
に
 

も
 

亦
 

一
人
の
 

統
率
者
が
 

居
た
。
 

彼
 

は
 

0
0
,
 

新
島
兩
 

先
生
に
 

も
 

劣
ら
ぬ
 

程
な
 

高
邁
な
 

人
格
 

を
備
 

へ
た
 

人
で
、
 

そ
れ
が
 

煥
發
 

し
て
 

札
 

幌
農
舉
 

校
に
 

比
類
の
な
い
 

一
種
の
 

色
彩
 

を
與
 
へ
る
 
事
に
 
な
っ
た
。
 

此
の
 

統
率
者
 

は
 

名
 

を
 

ゥ
 

イ
リ
ヤ
 

ム
*
ス
 

ミ
ス
.
 

ク
ラ
 

ー 
ク 

と；
. 

ム
 

つ
て
 

マ
サ
 

チ
ュ
 

ー 
セ
ッ
ト
 

州
 

生
れ
の
 

米
國
 

人
で
 

あ
る
。
 

ァ
 

マ
ス
 

ト
大
學
 

を
 

卒
業
し
た
 

後
、
 

ゲ
ッ
 

チ
ン
 

ゲ
ン
 

大
學
に
 

ビ
ス
 

マ 
ー 

ク
 

な
ど
 

ゝ
机
を
 

列
べ
 

た
 

事
 

も
 

あ
る
。
 

歸
米
後
 

は
 

母
校
の
 

敎
授
 

と
し
て
 

科
 

舉
的
研
 

缵
 

に
 

貢
献
し
た
 

所
も
尠
 

く
な
い
が
、
 

殊
に
 

其
の
 

性
格
の
 

全
豹
 

を
發
 

揮
し
た
 

の
 

は
 

南
北
 

戰
爭
の
 

時
、
 

北
 

軍
の
 

一
 

指
揮
官
と
 

し
て
 

劎
を
秉
 

つ
て
 

扠
隸
廢
 

止
 

運
動
 

を
實
 

行
し
た
 

其
の
 

時
で
あ
っ
た
 

ら
う
。
 

後
に
 

は
 

陸
軍
 

少
將
の
 

榮
職
を
 

以
て
 

擬
 

せ
ら
れ
た
 

の
 

を
固
辭
 

し
て
、
 

戰
爭
 

が
濟
 

む
と
 

一
 

の
 

農
業
 

大
學
校
 

(
マ
サ
 

チ
ュ
 

ー 
セ
ッ
 

ト 
農
業
 

大
舉
 

校
〕
 

を
 

起
し
て
 

其
の
 

經
 

營
を
以
 

て
 

畢
生
の
 

住
と
 

し
た
。
 

然
る
に
 

明
治
 

九
 

年
 

彼
 

は
 

突
然
 

日
本
 

政
府
か
ら
 

農
事
 

校
 

設
立
の
 

爲
 

め
に
 

招
聘
さ
れ
 

た
"
 

こ
れ
 

は
當
時
 

北
海
道
 

開
拓
 

使
の
 

顧
問
で
 

あ
つ
 



た
 

陸
軍
 

少
 

將
ケ
プ
 

ロ
ン
の
 

進
言
し
た
 

所
が
、
 

時
の
 

開
拓
 

使
 

長
官
 

黑
田
淸
 

降
：
 

に
よ
っ
て
 

納
れ
 

ら
れ
た
 

結
^
で
 

あ
る
。
 

彼
 

は
^
ん
で
 

こ
れ
 

に
應
 

じ
、
 

ホ
 

イ
ラ
 

ー
、
 

ベ
ン
 

ハ
 

n
l
 

の
 

二
 

敎
師
を
 

伴
っ
て
 

日
本
に
 

渡
り
、
 

自
ら
 

試
驗
 

し
て
 

奮
札
幌
 

學
 

校
の
 

生
徒
 

十
二
 

名
と
 

新
た
に
 

募
 

集
し
た
 

十
一
 

名
、
 

併
せ
て
 

二
十
 

三
 

名
を
簡
 

び
、
 

札
幌
に
 

來
て
玆
 

に
本
舉
 

の
 

前
身
 

札
 

幌
農
舉
 

校
の
^
 

礎
を
据
 

ゑ
た
。
 

咬
お
 

は
 

常
時
の
^
 

 
 
I
 
 

あた 

拓
使
 

小
.
^
 

官
 

調
所
廣
 

丈
、
 

ク
ラ
 

ー 
ク
は
敎
 

頭
と
 

し
て
 

訓
育
の
 

任
に
 

贋
る
 

事
と
 

な
っ
た
。
 

こ
れ
が
 

明
治
 

火
 

年
 

弋
パ
 

十
四
日
で
 

あ
る
。
 

ク
ラ
 

ー 
ク
は
 

日
本
の
 

一
隅
に
 

一
 

の
 

舉
校
を
 

創
立
す
 

る
 

事
 

を
 

以
て
、
 

格
別
 

興
味
 

あ
り
、
 

働
き
 

S.
 

斐
 

あ
る
 

事
業
と
 

思
っ
た
。
 

此.
： 

^
を
 

成
 

す
に
 

も
 

渾
身
の
 

力
 

を
 

籠
め
 

る
と
 

云
 

ふ
 

獅
子
の
 

如
き
 

努
力
 

を
 

以
て
 

赴
任
 

後
 

直
に
 

彼
 

は
 

萬
般
の
 

施
設
 

を
 

試
み
 

始
め
た
。
 

共
の
 

就
^
.
:
 

u.
.:
::
i:
 

の
 

如
き
 

は
眞
に
 

特
色
 

あ
る
 

堂
々
 

た
る
 

文
字
で
 

あ
る
 

T
 

か
く
の
 

如
く
し
て
 

諸
君
 

は
、
 

莨
 

面
目
に
 

し
て
 

现
|
2
 

と
 

精
力
と
 

に
 

め
る
^
 

を
め
 

耍
 

と
す
る
 

重
要
な
る
 

位
置
に
 

適
す
る
 

人
と
 

な
ら
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

此
の
 

如
き
 

人
 

は
 

如
何
な
る
 

邦
に
 

於
い
て
も
 

化、
 

仏
？
 

以
上
に
^
 

^
亡
 

ら
れ
て
 

居
る
 

の
で
 

あ
る
」
 

と
 

生
徒
 

を
激
勵
 

し
，
 

一
面
に
 

乂
 

若
し
 

長
官
に
 

し
て
 

數
年
^
 

同
校
の
 

幼
^
期
 

を
 

保
護
す
 

る
な
ら
 

ば
、
 

M
-
ぉ
 

は
 

北
海
道
の
 

み
な
ら
す
 

曰
 

本
 

全
 

帝
阈
の
 

人
民
よ
り
 

尊
敬
と
 

輔
 

助
と
 

を
 

蕖
け
、
 

而
 

し
て
 

粱
 

け
た
 

所
に
 

酬
 

ゆ
る
 

だ
け
の
^
 

紹
を
^
 

げ
れ
 

る
に
 

至
る
 

だ
ら
 

う
と
、
 

同
校
の
 

將
 

來
に
對
 

し
て
 

多
大
の
 

希
望
 

を
 

表
.
 

n!
 

し
て
 

居
る
。
 

ク
ラ
 

ー 
ク
敎
頭
 

は
札
幌
 

に
は
滿
 

一
年
と
 

は
 

居
な
か
っ
た
 

が
、
 

其
の
 

人
格
 

的
 

感
化
 

は
實
に
 

著
大
で
あ
っ
て
、
 

零
 

碎
 

な.
：：
 

：：
 

励
 

も
 

今
 

だ
に
 

殘
 

つ
て
 

舉
風
 

鼓
舞
の
 

種
と
 

な
っ
て
 

居
る
。
 

米
國
 

北
部
の
 

特
色
で
 

あ
る
 

淸
敎
徒
 

的
の
 

廉
潔
 

方
正
に
 

加
へ
 

て
、
 

恬
爽
 

高
邁
な
^
 

性
的
の
^
 

德
を
 

十
分
に
 

發
 

揮
し
て
、
 

若
き
 

靑
年
 

共
の
 

崇
拜
を
 

集
め
す
 

に
は
已
 

ま
な
か
つ
 

た
の
で
 

あ
る
。
 

其
の
^
 

業
と
 

し
て
 

す
べ
き
^
 

は
、
 

今
尙
 

ほ
殘
存
 

し
て
 

居
る
 

第
一
 

一
 
農
場
の
 

家
畜
 

房
 

位
の
 

も
の
で
 

あ
ら
う
 

が
、
 

形
と
 

な
っ
て
 

顯
 

は
れ
な
い
 

內
部
 

的
の
 

蒸
 

化
 

は
 

、
巾
々
 

說
き
盡
 

す
 

事
が
 

む
づ
 

か
し
か
ら
 

う
。
 

か
く
て
 

其
の
 

翌
年
の
 

春
、
 

松
 

島
ま
で
 

彼
 

を
 

送
り
 

來
 

つ
た
 

一
 

群
の
 

靑
 

年
に
 

對
し
、
 

"
B
o
y
s
 
 

be
  

am
bi
ti
ou
s"
 

な
る
 

一
 

語
を
殘
 

し
て
 

此
の
 

偉
大
な
る
 

眞
侗
の
 

敎
育
家
 

は
自
國
 

に
歸
り
 

去
っ
た
。
 

跡
に
^
つ
 

た
ホ
 

イ
ラ
 

ー 
と
、
 

新
た
に
 

招
聘
 

を
 

受
け
て
 

來
た
 

ブ
ル
ッ
ク
ス
と
 

は
 

協
力
し
て
 

ク
ラ
 

I 
ク
敎
 

頭
の
 

殘
 

し
た
お
 

業
 

を
 

樅
 

水
し
、
 

本
學
の
 
過
去
 
 

二
 

〇
 

1 



有
島
武
 
郎
仝
菓
 
笫
五
卷
 
 

二
 o
 
二
 

熱
心
に
 
札
 幌
農
學
 
校
の
 
改
良
 
發
 達
に
 
苦
心
し
た
。
 
其
の
 
結
果
 
事
鑌
 
は
敎
務
 
上
に
 
も
經
營
 
上
に
 
も
續
々
 
と
し
て
 
擧
り
、
 

こ
れ
に
 
カ
ツ
 
タ
 

1
、
 
ピ
ボ
テ
 

ー 
其
 
0
 他
日
 
本
人
に
 
し
て
 
敎
鞭
を
 
取
る
 
も
の
 
も
 
次
第
に
 
增
 加
し
て
 
力
 を
 
副
へ
 
た
か
ら
、
 

一
大
 農
擧
 
校
と
 
し
て
の
 
面
目
 
は
 

略
 
備
 は
る
に
 
至
っ
た
 
の
で
 
あ
る
。
 

殊
に
 
明
治
 
十
 
一
 年
に
 
於
い
て
 
は
 生
徒
 
數
も
 
第
三
 
囘
の
入
 
學
生
を
 
入
れ
て
 
五
十
人
に
 
達
し
、
 
札
幌
に
 
於
け
 
る
 
記
念
 
的
の
 
建
築
物
 
演
武
 

場
 

(
現
在
 

假
 

郵
便
局
)
 

完
成
し
、
 

「
札
 

幌
農
擧
 

校
報
吿
 

集
」
 

と 
云
 

ふ
 

農
家
に
 

對
 

す
る
 

通
信
 

講
義
の
 

定
期
 

刊
行
 

も 
興
り
、
 

又
 

北
海
道
に
 

於
け
 

る
 最
初
の
 
農
事
 
品
評
 
會
も
 
催
さ
れ
た
。
 

明
治
 
十
四
 
年
！
 
一
月
 調
 所
 氏
が
 
校
長
の
 
職
 を
 退
か
れ
た
 
の
で
、
 
當
時
 
開
拓
 
使
 小
 書
記
官
で
あ
っ
た
 
森
 源
 
三
 氏
が
 
其
の
 
跡
 を
 襲
う
た
。
 

此
の
 
年
 以
後
の
 
北
海
道
の
 
施
設
 
は
 猫
の
 
眼
の
 
様
な
 
變
化
 
を
爲
 
し
た
。
 
卽
ち
 
拓
植
の
 
事
に
 
任
じ
た
 
開
拓
 
使
は
廢
 
せ
ら
れ
て
、
 
北
海
道
 

は
 
三
縣
に
 
分
割
さ
れ
 
る
 事
に
 
な
り
、
 
札
 幌
農
學
 
校
 は
 勢
 
ひ
 農
 商
務
省
の
 
管
下
に
 
置
か
れ
た
 
が
、
 
耱
て
三
 
縣
が
廢
 
せ
ら
れ
て
、
 
北
海
道
 

廳
と
云
 
ふ
 も
の
が
 
出
来
る
 
事
に
 
な
り
、
 
同
校
 
は
 其
の
 
管
轄
 
內
に
 
入
る
 
事
に
 
な
っ
た
。
 
十
九
 
年
に
 
は
 森
 氏
が
 
校
長
の
 
職
 を
 退
き
 
撟
ロ
文
 

藏
 氏
が
 
こ
れ
に
 
代
っ
た
。
 

札
 幌
農
學
 
校
 設
立
 
以
来
 
か
く
し
て
 
十
 年
 は
 過
ぎ
た
。
 
此
の
間
に
 
初
期
の
 
卒
業
生
の
 
中
に
 
舉
 術
に
 
身
 を
 委
ね
た
 
も
の
 
は
、
 
立
派
な
 
擧
 

者
と
 
な
っ
た
。
 
第
一
 
期
 出
身
の
 
佐
 藤
 昌
介
氏
 
は
、
 
多
年
 
米
國
に
 
於
け
 
る
 研
鑽
の
 
餘
を
 
提
げ
て
 
歸
 朝
し
、
 
氣
銳
の
 
志
 を
 負
う
て
 
明
治
 
二
 

きっ
きょ
 

十
七
 
年
 四
月
 
校
長
の
 
椅
子
 
を
 占
め
た
。
 
雨
來
 
今
日
に
 
至
る
 
ま
で
 
幾
多
の
 
波
瀾
 
變
遷
 
に
處
 
し
て
 
拮
据
 
經
營
 
し
、
 
現
在
の
 
本
學
を
 
見
る
 
に
 

至
，
 ら
し
め
 
た
の
に
 
は
、
 
氏
の
 
カ
與
 
つ
て
 
實
に
大
 
な
る
 
者
が
 
あ
る
。
 

佐
 一勝 氏

が
 
校
長
 
心
得
 
を
な
 
せ
る
 時
分
か
ら
 
旣
に
 
改
革
が
 
校
 內
に
行
 
は
れ
た
。
 
明
治
 
一 一
十
 I 一

年
に
 新
設
さ
れ
 
た
 ェ
攀
科
 
は
.
 一
 翳
の
 
改
 

良
發
 
達
を
爲
 
し
、
 
新
た
に
 
農
 藝
傳
習
 
科
な
る
 
も
の
が
 
生
れ
て
 
農
家
の
 
子
弟
に
 
簡
易
な
 
實
用
 
的
農
學
 
を
敎
授
 
す
る
 
事
に
 
な
っ
た
。
 
其
の
 

他
 植
物
園
、
 
博
物
 
場
の
 
設
備
の
 
如
き
 
も
 氏
の
 
赴
任
 
以
後
 
長
大
の
 
進
歩
 
を
 見
、
 
廣
大
 
な
る
 
農
 圃
も
亦
 
北
海
道
 
廳
 よ
り
 
移
さ
れ
て
 
同
校
の
 



管
理
す
 
る
 所
と
 
な
っ
た
。
 

か
 

X 
る
 

II
 

に
 

同
校
に
 

は
廣
井
 

勇
、
 

宫
部
金
 

吾
、
 

南
 

魔
 

次
郞
、
 

新
 

渡
戶
稻
 

造
 

等
 

各
よ
 

斯
 

S
-
 

の
^
 

奥
 

を
 

極
め
た
 

る
^
 

銳
の
谇
 

年
 

敎
授
を
 

得
て
、
 
校
 運
 は
 益
よ
 
發
展
 
し
た
。
 

然
る
に
 

明
治
 

一 
一
 

十
九
た
 

牛
 

札
 

幌
農
舉
 

校
 

は
 

時
^
の
 

要
求
に
 

應
 

じ
て
 

規
則
 

を
 

改
正
し
 

H
 

學
科
 

及
び
 

豫
 

科
の
^
^
.
:
 

て
斷
 

行
す
 

る
の
，
 

し
む
な
 

き
に
 

至
っ
た
。
 

こ
れ
 

は
實
に
 

同
校
の
 

危
機
で
あ
っ
た
。
 

豫
科
は
 

年
を
遂
 

う
て
 

下
級
か
ら
 

消
 

減
し
て
 

行
き
、
 

ェ
舉
科
 

は
 

三
十
 

年
に
 

跡
 

を
も
^
 

め
す
 

繙
 

か
に
 

こ
れ
に
 

代
っ
て
 

起
っ
た
 

の
が
 

土
木
 

ェ
舉
 

科
な
る
 

簡
^
 

科
で
 

あ
る
。
 

此
の
 

如
く
し
て
 

同
校
 

は
 

I 
時
 

縮
小
の
 

極
點
に
 

達
し
た
 

の
で
 

あ
る
が
、
 

苒
び
 

機
述
が
 

熟
し
 

來
 

つ
て
、
 

三
 

十
 

一
 

年
 

五
月
に
 

は
 

元
の
 

豫
 

科
に
 

代
る
べ
き
 

豫
修
 

科
ニ
舉
 

年
が
 

制
定
せ
ら
れ
、
 

共
の
 

翌
年
 

を
 

以
て
 

森
林
 

科
と
 

云
 

ふ
 

簡
^
 

科
も
^
 

立
 

せ
ら
 

れ
、
 

更
に
 

三
十
 

ra
; 

年
に
 

至
っ
て
 

は
 

土
 

木
工
 

舉
科
も
 

森
林
 

科
 

も
 

程
度
 

を
 

高
め
て
、
 

入
舉
者
 

は
屮
舉
 

校
 

卒
柒
生
 

以
 

に
の
 

も
の
た
ら
 

し
 

む
る
 
に
 至
っ
た
。
 

先
 

之
 

明
治
 

三
十
 

二
 

年
 

二
月
、
 

五
箇
 

年
の
 

繼
綾
 

事
業
と
 

し
て
 

校
合
 

を
 

本
舉
 

現
在
の
 

位
^
に
 

建
築
す
 

ろ
^
 

と
な
り
、
 

T
:
^
 

の
迆
涉
 

と
共
に
 

新
た
な
る
 

希
望
 

は
 

同
校
の
 

上
に
 

輝
き
 

初
め
た
。
 

更
に
 

此
の
間
に
 

於
い
て
お
 

力
 

新
進
の
 

敎
 

宵
 

が
綏
々
 

^
を
 

M
 

校
に
 

述
 

ね
て
、
 

敎
投
法
 

及
 

ぴ
 

設
備
に
 

も
^
 

足
の
 

進
歩
が
 

見
 

ゆ
る
に
 

至
っ
た
。
 

元
 

來
札
幌
 

農
 

舉
校
常
 

初
の
 

目
的
 

は
、
 

北
 

^
近
の
^
 

拓
に
有
 

川
の
 

人
物
 

を
 

作
り
出
す
 

キ Jt 
 

く.？
 

i-*
J 

と
 

云
 

ふ
の
で
 

あ
つ
た
か
ら
、
 

名
 

は
€
舉
 

校
で
あ
っ
た
 

け
れ
ど
 

敢
 

へ
て
 

S
 

舉
 

に
跼
蹐
 

し
な
か
っ
た
。
 

然
る
に
 

時
述
の
 

描
 

移
 

は
^
 

門
 

的
^
 

識
を
耍
 

求
す
 

る
 

事
が
 

極
め
て
 

急
で
あ
っ
た
 

爲
 

め
に
、
 

直
接
 

農
 

舉
に
關
 

係
の
 

な
い
 

舉
科
は
 

削
り
 

去
ら
れ
て
 

純
然
た
 

ろ
 

n
g
^
%
2
 

機
關
 

C
 

M
 

相
を
發
 

揮
す
 

る
 

様
に
な
っ
た
。
 

更
に
 

社
會
 

一
般
の
 

倾
 

向
を
考
 

へ
て
 

见
 

る
と
、
 

奧
 

業
に
 

對
 

す
る
！
：
^
 

今
：
^
 

の
 

態
^
に
 

も
^
:
 

大
た
：
 

！z
 

化
 

が
あ
っ
た
。
 

農
業
 

者
 

を
し
て
 

其
の
 

楮
に
 

安
ん
 

ぜ
 

し
め
る
 

政
略
と
 

し
て
 

「
農
 

は
國
の
 

本
な
 

り
」
 

と
 

喋
々
 

し
た
 

時
代
 

は
 

過
ぎ
て
 

ほ；
.，
 

M
r
:
 

に
 

S
 

業
が
 

ど
れ
 

だ
け
 

一
 

阈
の
 

福
祉
と
 

密
接
な
 

關
係
を
 

有
す
る
 

か
 

を
 

熟
考
せ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

時
が
 

來
た
。
 

ロ
淸
戰
 

，
は
 

確
に
 

此
の
^
 

-ズ
 

の
 

時
 

本
學
の
 
過
去
 
 

二
 

0
 

ョ
 



有
^
 

武
郎
^
 

^
 
笫
五
卷
 
 

二
 

〇
四
 

を
 

促
進
し
た
。
 

人
と
 

土
地
と
の
 

離
る
べ
か
ら
ざ
る
 

關
係
を
 

痛
切
に
 

感
ぜ
し
 

め
す
に
 

は
 

置
か
な
 

く
な
 

つ
た
。
 

同
時
に
 

近
^
的
 

工
業
の
 

發
 

達
が
 

都
 

會
に
强
 

固
な
る
 

勞
働
的
 

階
級
 

を
 

現
出
し
た
 

結
果
、
 

其
の
 

階
級
の
 

反
影
と
 

し
て
 

地
方
 

勞
働
 

者
が
 

特
殊
の
 

注
意
 

を
 

喚
起
す
 

る
 

様
に
 

な
っ
た
。
 

曰
 

本
の
 

農
業
 

者
 

は
 

何
を
爲
 

し
つ
 

X 
あ
る
か
、
 

彼
等
 

を
 

如
何
に
な
 

す
べ
き
で
 

あ
る
か
と
 

云
 

ふ
 

問
題
 

は
國
民
 

全
體
が
 

意
識
的
に
 

若
し
く
は
 

無
意
識
的
に
 

解
決
せ
 

ね
ば
な
ら
 

ぬ
と
 

感
じ
て
 

居
る
 

所
で
 

あ
る
。
 

か
く
の
 

如
き
 

機
運
 

は
 

同
校
 

を
 

促
し
て
 

更
に
 

發
展
の
 

歩
を
轉
 

ぜ
 

し
め
た
。
 

か
く
て
 

明
治
 

十
 

年
 

六
月
に
 

札
 

幌
農
舉
 

校
 

は
 

仙
臺
に
 

置
か
れ
た
 

る
 

東
北
 

帝
 

國
大
學
 

の
 

一
 

分
科
と
 

し
て
 

農
科
 

大
舉
 

と
稱
す
 

る
に
 

至
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

こ
れ
に
 

附
屬
 

し
て
 

大
擧
豫
 

科
、
 

農
擧
實
 

科
、
 

土
木
工
事
 

科
、
 

林
舉
 

科
、
 

水
產
學
 

科
が
 

併
置
 

せ
ら
れ
て
 

今
日
に
 

至
っ
た
 
次
第
で
 
あ
る
。
 

以
上
 

は
本
擧
 

と
 

其
の
！
 

ii
 

身
と
の
 

厫
史
の
 

素
描
で
 

あ
る
。
 

か
の
 

一
種
 

他
と
 

混
同
す
べ
か
ら
ざ
る
 

特
色
 

を
 

有
し
た
 

札
 

幌
農
學
 

校
が
 

北
海
 

の
 

一
隅
に
 

頭
 

を
 

擡
げ
て
、
 

ク
ラ
 

ー 
ク
敎
 

頭
か
ら
 

多
年
 

一
日
 

日
本
 

全
土
の
 

保
護
に
 

よ
り
、
 

そ
れ
に
 

應
す
 

る
の
 

事
業
 

を
な
 

す
で
 

あ
ら
う
 

と
 

の
 

豫
言
を
 

得
て
 

以
來
、
 

實
に
 

1 
一
十
 

五
 

年
の
 

歳
月
 

を
閱
 

し
て
 

漸
く
 

其
の
 

初
志
 

を
 

達
し
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

本
學
の
 

發
展
は
 

固
よ
り
 

こ
れ
か
ら
 

で
あ
る
。
 

農
學
て
 

ふ
 

知
識
 

は
 

漸
く
 

社
會
の
 

多
大
な
る
 

注
目
 

を
 

被
る
 

や
う
に
 

な
っ
て
 

き
た
。
 

曰
本
內
 

地
の
 

農
 

制
 

施
設
 

は
 

固
よ
り
、
 

隣
邦
 

の
 

中
に
 

も
 

開
拓
 

T
 

べ
き
 

餘
地
 

は
潤
澤
 

に
あ
る
 

し
、
 

遠
く
 

海
外
に
 

渡
航
す
 

る
 

も
さ
し
て
 

不
思
議
と
 

思
 

は
れ
ぬ
 

世
と
 

な
っ
た
。
 

卽
ち
 

農
業
 

な
る
 

も
の
 

は
 

眞
に
實
 

質
的
に
 

新
し
き
 

發
 

展
の
戶
 

口
に
 

立
つ
 

や
う
に
 

な
っ
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

幾
 

百
年
に
 

I
 

つ
て
 

社
會
 

生
産
の
 

根
元
 

を
 

委
ね
 

な
が
ら
 

復
 

な
き
 

程
の
 

輕
 

蔑
を
以
 

て
 

農
民
 

を
 

遇
し
た
 

其
の
 

報
い
 

と
し
 

て
 

、 
國
民
は
 

今
 

農
民
 

に
 

幾
 

百
年
 

未
拂
 

と
な
し
 

置
 

い
 

た
 

價
を
拂
 

ふ
 

ベ
 

き
 

時
が
 

来
た
の
で
 

あ
る
。
 

其
の
 

賠
償
の
 

一 
と
し
て
 

現
 

は
れ
 

來
 

つ
た
の
 

は
こ
れ
 

か
ら
 

詳
說
 

せ
ら
る
べ
き
 

本
學
 

で
あ
る
。
 

(一
 

九
】
 

三
年
、
 

「
東
北
 

帝
國
 

大
學
」
 

記
念
 

集
 

所
載
)
 



故
 
田
中
稔
 
氏
に
 
就
い
て
 

故
 田
 中
 稔
君
は
 
幅
 井
 市
の
 
舊
家
田
 
中
 
ャ
ソ
平
 
及
 き
み
子
の
 
次
男
と
 
し
て
 
明
治
 
三
年
 
五
月
^
 
盤
 木
 町
 
に
^
れ
ま
し
た
。
 

明
治
 
卜. べ

^
-
 

十
月
 
一 1 井

市
蝠
 
井
小
學
 
校
で
 
小
學
 
中
等
 
科
 を
 卒
業
し
 
十
七
 
年
 
一 一

月
 福
 井
 尋
常
 
中
舉
 
校
に
 
入
舉
 
し
て
 

一 一
年
^
^
 
通
 ゆ
 
を
 
修
め
ま
し
た
 

が
、
 
明
治
 
十
九
 
年
齢
 
十
七
 
歳
の
 
時
 志
 を
 決
し
て
 
京
都
 
同
志
 
社
に
 
入
學
 
せ
ん
こ
と
 
を
 
父
上
に
 
請
 
ひ
 遂
に
 
許
し
^
 
受
け
ま
し
た
。
 
御
^
 
知
 

の
 通
り
 
福
 井
 は
 昔
か
ら
 
怫
 法
の
 
最
も
 
盛
ん
な
 
所
で
す
 
の
に
 
君
が
 
十
七
 
歲
 位
で
 
基
督
 
敎
主
義
 

，い：：^ 心
 社
 を
 搾
ん
だ
 
と
 
云
 
ふ
ぼ
：
 ハ の

ぼ
 
W
 は
 

判
然
し
て
 
居
り
ま
せ
ん
。
 
然
し
 
兎
に
角
 
古
い
 
生
活
か
ら
 
躍
進
し
て
 
新
し
い
 
生
活
に
 
突
き
 
入
っ
た
 
此
の
 
ー
擧
 
は
^
の
 
个
卞
 
W
 を
】
 
つ
の
 

方
向
に
 
固
定
し
て
 
統
 
一
 を
與
 
へ
る
 
基
と
 
な
っ
た
 
に
 違
 
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
 

而
 し
て
 
十
九
 
年
か
ら
 
二
十
 
三
年
 
迄
：
 ：！： 志

 社
に
 
在
っ
て
^
^
^
 

文
舉
 
の
敎
授
 
及
び
 
英
語
で
す
 
る
 講
義
 
を
 受
け
ま
し
て
 
普
通
 
學
第
叫
 
年
 級
 を
 卒
業
し
 
ま
し
た
。
 

こ
れ
 
だ
け
が
 
お
が
^
に
 
出
る
 
迄
の
^
.
 
備
 

時
代
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
か
ら
 
君
 は
 自
分
の
 
取
る
べ
き
 
仕
事
 
を
 色
々
 
と
考
 
へ
た
 
末
に
、
 

日
 
高
 國
浦
河
 
郡
 荻
 伏
 村
 赤
心
 
株
式
^
社
に
 
入
っ
て
 
北
ハ
 の
^
 
t
 を
 

助
け
る
 
と
 
云
 ふ
 決
心
 
を
し
 
ま
し
た
。
 
赤
心
 
社
 は
 基
督
教
 
徒
が
 
合
同
し
て
 
經
營
 
し
て
 
居
る
 
開
墾
 
場
で
、
 
常
時
の
お
 

S
 お
い
 
心
に
 
は
 花
々
 

し
い
 
生
活
よ
り
も
 
此
の
 
素
朴
な
 
堅
實
な
 
事
業
に
 
心
 を
 引
か
れ
る
 
事
が
 
多
か
っ
た
 
と
 見
え
ま
す
。
 

而
 し
て
^
々
 

の
 穴- -

想
を
 
胸
に
 
收
 め
た
 

二
十
 
二
 歳
の
 

一
 靑
年
は
 
後
年
に
 
も
 
著
る
 
し
い
 
其
の
 
素
朴
な
る
 
心
 を
 同
伴
と
 
し
て
 
北
海
 
近
の
 
奥
に
 
引
 込
み
ま
し
た
。
 
こ
れ
か
ら
 
七
^
 
0
 

間
 君
 は
 其
の
 
山
奥
で
 
會
 社
の
 
枭
樹
 
栽
培
 
を
擔
當
 
し
、
 
傍
ら
 
元
 浦
 河
 敎
會
の
 
傳
道
を
 
助
け
、
 

日
 
嘥
舉
抆
 
を
經
^
 
し
、
 

茶
^
；
^
,
.
:
:
^
 
へ I： て 

起
し
て
 
其
 
の
 會
長
 
と
な
り
、
 

又
 靑
年
會
 
の
機
關
 
と
し
て
 
夜
舉
校
 
と
 讀
害
會
 
を
 n
 
い
て
 
熱
心
に
 
其
の
 
地
の
 
若
い
 
人
々
 
S
 指
 ゆ
に
^
 
を
 入
 

れ
 ま
し
た
が
、
 
君
が
 
設
立
し
た
 
靑
年
會
 
は
 今
日
ま
で
 
鑌
 
い
て
 
益
 
2 
盛
ん
と
 
な
り
、
 
其
の
 
^
員
で
 
社
 合
の
 
は
め
に
 
立
派
な
 
化
^
-
を
し
て
 

故
 
W
 
屮
稔
 
氏
に
 
就
い
て
 
 

二
 〇
 
五
 



^
鳥
 

武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

o
 

六
 

居
る
 

向
き
 

も
 

少
な
く
な
 

い
と
 

云
 

ふ
 

事
で
す
。
 

此
の
 

赤
心
 

社
 

時
代
に
 

君
 

は
、
 

矢
張
り
 

赤
心
 

社
に
 

其
の
 

一
家
と
 

引
 

移
っ
て
 

事
業
 

を
 

助
け
 

マ 
居
た
、
 

柴
田
 

や
す
 

君
と
 

結
婚
し
て
 

家
庭
 

を
 

造
り
ま
し
た
。
 

こ
れ
が
 

明
治
 

二
十
 

九
 

年
卽
ち
 

君
が
 

二
十
 

七
 

歳
の
 

時
の
 

事
で
す
。
 

其
の
 

中
に
 

或
る
人
の
 

紹
介
が
 

あ
っ
て
 

君
 

は
 

札
 

幌
農
舉
 

校
に
 

勤
務
す
 

る
 

こ
と
.
^
 

な
り
、
 

住
み
 

な
れ
た
 

浦
 

河
 

を
 

捨
て
 

一
 

旦
根
を
 

張
っ
た
 

赤
心
 

社
 

を
 

離
れ
て
 

明
治
 

三
十
 

二
 

年
 

久
し
振
り
で
 

札
哓
へ
 

出
て
 

来
ま
し
た
。
 

而
 

し
て
 

一
寸
 

郵
便
 

電
信
局
に
 

務
め
 

ま
し
た
が
、
 

す
ぐ
 

廢
 

め
て
 

當
 

時
の
 

札
 

幌
農
學
 

校
に
 

入
っ
て
 

圖
書
 

館
の
 

勤
務
 

を
す
 

る
 

傍
ら
 

農
藝
 

科
の
 

英
語
の
 

一
部
 

を
擔
 

任
す
 

る
 

事
に
 

な
り
ま
し
た
。
 

こ
れ
が
 

其
の
 

第
二
の
 

屈
折
 

點
で
、
 

札
 

幌
農
舉
 

校
が
 

農
^
 

大
學
 

に
な
 

いき 

つ
て
も
 

同
じ
 

職
務
 

を
繽
 

け
、
 

最
後
の
 

氣
息
を
 

引
取
る
 

迄
、
 

君
が
 

俗
界
で
し
て
 

居
た
 

仕
事
 

は
 

一
個
 

ラ
イ
ブ
ラ
リ
 

ヤ
ン
と
 

し
て
の
 

辻
 

事
で
 

し
た
 

a 
大
體
に
 

申
せ
ば
 

君
の
 

表
面
の
 

生
涯
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
 

そ
れ
だ
け
で
す
。
 

君
は
默
 

つ
た
、
 

而
 

し
て
 

蔭
 

日
向
の
 

な
い
、
 

而
 

し
て
 

自
己
の
 

權
利
を
 

要
求
す
 

る
 

事
の
 

最
も
 

下
手
な
 

質
の
 

人
で
し
た
。
 

心
の
 

自
由
 

さ
へ
 

朿
 

縛
さ
れ
 

な
け
れ
ば
 

如
何
な
る
 

所
に
 

落
し
て
 

お
か
れ
て
も
 

君
は
默
 

つ
た
 

儘
で
 

自
己
 

權
 

利
の
 

要
求
と
 

云
 

ふ
 

事
 

も
せ
す
 

に
、
 

蔭
 

日
向
な
 

く
 

働
い
て
 

居
ま
し
た
。
 

そ
れ
 

は
 

側
で
 

見
て
 

居
る
 

方
が
 

も
ど
か
し
い
 

位
で
し
た
。
 

と
 

云
っ
て
 

君
 

は
 

何
も
 

物
臭
 

さ
か
ら
 

さ
う
 

し
て
 

罟
 

る
の
で
 

は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

君
が
 

農
舉
 

校
と
 

農
科
 

大
學
 

と
の
 

圆
書
 

館
の
 

事
務
 

を
 

引
受
け
て
か
ら
 

君
 

は
 

外
の
 

事
に
 

は
 

頓
着
せ
 

す
 

こ
つ
/
.
 

\
 

と
-
 

そ
 

の
 

整
理
と
 

圖
 

書
館
學
 

と
に
 

耽
っ
て
 

と
う
，
 

（
^
大
 

舉
圖
書
 

排
列
 

法
 

を
 

世
界
 

最
新
式
の
 

デ
 

シ 
マ
ル
：
 

ン
ス
 

テ
ム
 

に
 

改
め
る
 

こ
と
 

を
斷
 

行
し
 

て
 

非
常
な
 

便
利
 

を
與
 

へ
て
 

く
れ
ま
し
た
。
 

又
 

圖
書
館
 

取
扱
に
 

關
 

す
る
 

著
書
と
 

定
^
:
 

物
と
 

は
 

細
大
 

漏
 

さ
す
 

眼
 

を
 

通
す
 

事
に
 

心
 

懸
け
 

ま
し
 

た
。
 

英
語
の
 

知
識
 

だ
け
で
 

は
 

不
滿
足
 

だ
と
 

云
 

ふ
の
で
、
 

獨
逸
 

語
と
 

佛
蘭
西
 

語
の
 

研
究
に
 

も
 

熱
中
し
て
 

大
體
に
 

通
す
 

る
 

だ
け
に
な
 

つ
て
 

居
ま
し
た
。
 

又
 

今
度
 

病
氣
 

に
な
っ
て
 

轉
地
 

す
る
 

時
で
 

も
 

彼
 

地
で
 

研
究
す
 

る
と
 

云
っ
て
 

圖
害
 

館
に
 

關
 

す
る
 

書
物
 

を
 

行
李
 

一
 

杯
 

持
っ
て
行
 

つ
た
 

さ
う
 

で
す
。
 

例
の
 

默
 

り
こ
ん
だ
 

君
の
 

事
で
す
 

か
ら
 

自
分
の
 

蘊
蓄
 

を
發
 

表
す
る
 

様
た
 

事
 

は
 

一
度
 

も
な
か
つ
 

た
の
 

は
 

勿
論
で
す
 

が
、
 

仕
事
に
 

對
し
 

て
こ
れ
 

程
 

眞
劍
な
 

態
度
 

を
 

持
し
て
 

居
た
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

も
 

人
 

は
 

知
ら
な
 

か
ら
う
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 



君
 は
又
默
 
つ
て
 
仕
事
 
を
す
 
る
 質
で
し
た
 
か
ら
よ
 
く
 
人
か
ら
 
使
 は
れ
ま
し
た
。
 
隨
分
人
 
は
い
、
；
 ̂
に
な
っ
て
 
S
 
に
 色
々
 
な
 
こ
と
 
を
强
 

ひ
た
と
 
も
 思
 
ひ
ま
す
。
 
然
し
 
君
 は
 其
の
 
人
を
兒
 
す
に
 
仕
事
 
を
 見
て
、
 
仕
事
が
 
す
る
 
だ
け
の
 
^
値
の
 
あ
る
 
も
の
な
ら
 
ば
 平
氣
で
 
人
に
 
使
 

は
れ
て
 
居
ま
し
た
。
 

而
 し
て
 
其
の
^
に
 
尊
い
 
仕
事
 
を
 人
知
れ
 
す
い
く
ら
 
も
 
仕
遂
げ
ま
し
た
。
 

君
が
 
精
祌
 
界
に
對
 
し
て
な
 
し
た
 
貢
獻
 
と
し
て
 
は
 中
々
 
澤
 山
あ
り
ま
す
。
 
禁
酒
 
會
の
 
仕
事
に
 
も
 有
力
な
 
片
腕
で
し
た
。
 
又
^
^
 
：
敎
^
 

年
會
 
殊
に
 
其
の
 
靑
年
 
寄
宿
 
舍
に
は
 
創
設
 
以
來
盡
 
力
し
て
 
居
ま
す
。
 
組
合
 
敎
會
 
を
 去
っ
て
 
此
の
 
敎
^
 
に
揚
 
し
て
 
後
 は
 

と
し
て
 

乂
 
 n
 

害
 館
 係
と
 
し
て
 
日
曜
 
學
校
 
敎
師
 
と
し
て
 
忙
 が
し
い
 
身
分
に
 
も
 
係
 は
ら
す
 
十
分
 
努
力
 
を
惜
 
み
ま
せ
ん
で
 
し
た
。
 

又
 遠
 友
 夜
 m
 校
の
^
^
 

に
も
 

一
 臂
の
 
助
力
 
を
 貸
し
て
 
居
ま
し
た
。
 
始
終
 
蔭
 を
 歩
い
て
 
居
る
 
や
う
な
 
君
の
 
姿
 は
 札
幌
に
 
於
け
 
る
よ
 
き
^
^
の
^
に
 
兑
受
 
け
ら
れ
 

て
 居
ま
し
た
。
 

未
だ
 
君
の
 
功
績
 
を
數
へ
 
上
げ
た
ら
 
澤
山
 
あ
り
ま
せ
 
う
、
 
然
し
 
君
の
 
功
績
 
は
數
へ
 
立
つ
べ
き
 
も
の
で
 
な
く
、
 
 
S
 と
 
 一
^
に
 
人
の
 
限
 か
 

ら
 葬
っ
て
 
し
ま
 
ふ
 方
が
 
尊
く
 
思
 は
れ
ま
す
。
 
こ
ん
な
 
現
 は
れ
た
 
部
分
よ
り
も
 
隱
れ
た
 
部
分
の
 
多
い
 
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
人
が
 
社
 含
に
^
 
て
 

く
れ
る
 
の
 は
實
に
 
心
强
ぃ
 
事
で
あ
り
ま
す
 
が
、
 
其
の
 

一 人
な
る
 
君
 は
 遂
に
 
我
々
 
か
ら
 
奪
 ひ
 去
ら
れ
た
 
の
で
す
。
 

一 體
君
は
 
見
か
け
に
 
よ
ら
ぬ
 
勝
れ
た
 
健
康
 
を
 持
っ
た
 
人
で
し
た
 
が
、
 ど
う
し
た
 
も
の
 
か
 去
年
 
あ
た
り
か
ら
 
少
し
^
が
 
あ
つ
た
の
で
、
 

養
生
 
旁
々
 
夏
に
 
旅
行
 
を
 思
 
ひ
 立
っ
て
 
三
十
 
何
年
 
振
り
 
か
で
 
鄕
里
福
 
井
に
 
歸
 
つ
て
 
親
戚
 
故
舊
に
 
遇
 
ひ
ま
し
た
。
 
S
 無
精
 
出
無
精
 
の
れ
に
 

此
の
 
事
が
 
あ
つ
た
の
 
は
 不
思
議
で
す
。
 
今
年
の
 
冬
に
 
は
 殊
に
 
健
康
が
 
害
 は
れ
て
、
 
遂
に
 
床
に
 
親
し
む
な
 
と
な
っ
て
 
し
ま
 
ひ
ま
し
た
。
 

而
 し
て
 
三
月
 
十
三
 
日
 
北
海
道
の
 
寒
さ
 
を
 避
け
て
 
明
 石
 町
の
 
湊
 病
院
に
 
轉
療
 
す
る
 
こ
と
に
な
 
り
ま
し
た
。
 

一
 時
 
の
 便
り
で
 
は
 大
分
 
顺
^
 

に
 向
っ
た
ら
 
し
か
っ
た
 
の
で
 
知
人
 
は
 窃
か
に
 
愁
眉
 
を
 開
い
て
 
居
ま
す
 
と
 
突
然
 
七
月
 
叫
 日
 
午
前
 
三
時
 
死
去
の
 
飛
報
が
 
札
幌
 
に
^
っ
て
 
お
 

の
 上
 を
氣
遣
 
ひ
つ
 
i
 
め
っ
た
 
家
族
に
 
達
し
ま
し
た
。
 

君
 は
 最
愛
の
 
妻
と
 
四
 男
 
一
 女
と
 
を
 
殘
 し
 
長
 

と
"
 
女
と
の
 

護
の
^
 
に
 名
^
り
 

惜
し
い
 
然
し
な
が
ら
 
安
ら
か
な
 
旅
に
 
上
っ
た
 
さ
う
 
で
す
。
 

故
 
田
中
稔
 
氏
に
 
就
い
て
 
 

二
 〇
 
七
 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

蕖
 
笫
五
卷
 
 

ニ
〇
 

八
 

家
族
の
 

方
 

は
 

一 
一
男
 

を
 

除
 

い
 

て
 

は
 

皆
 

福
 

井
 

に
歸
 

つ
て
 

居
ら
れ
 

る
 

害
で
す
。
 

御
 

家
族
の
 

御
 

悲
歎
 

を
 

深
く
 

お
 

察
し
 

致
し
ま
す
。
 

飾
氣
 

の
な
い
 

差
 

出
が
 

ま
し
く
な
い
 

幽
鬱
な
、
 

然
し
 

何
處
 

か
に
晏
 

如
と
 

し
た
 

君
の
 

な
つ
か
し
い
 

姿
が
 

も
う
 

見
ら
れ
な
 

い
と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

私
共
に
 

取
っ
て
も
 

悲
し
い
 

事
實
で
 

御
座
い
ま
す
。
 

(一
 

九
 

一 
三
年
 

八
月
、
 

r 
獨
立
 

新
報
」
 

所
載
)
 



一
九
 

一
四
 

年
 

新
し
い
 

畫
 

派
か
ら
の
 

暗
示
 

古
來
、
 

人
の
 

心
 

は
 

常
に
 

二
つ
の
 

極
を
往
 

き
つ
き
 

り
っ
し
て
 

進
ん
で
 

行
っ
た
。
 

一一
 

イ
チ
 

ヱ
が
 

い
み
 

じ
く
も
^
 

ひ
 

彼
.
 

つ
た
 

ァ
ボ
 

" 
と
 

デ
ィ
-
 

ォ
 

一一 
ソ
ス
の
 

二
 

柱
 

は
、
 

相
互
に
 

或
は
 

祌
と
顯
 

は
れ
 

或
は
 

惡
 

魔
と
 

顯
 

は
れ
て
，
 

人
の
 

心
 

を
 

支
配
し
て
 

居
た
。
 

昔
 

は
 

人
の
 

心
が
 

單
 

純
で
あ
っ
た
。
 

と
 

云
 

ふ
の
 

は
，
 

ア
ポ
 

口 
を
 

納
れ
た
 

心
 

は
 

デ
ィ
 

ォ
 

二 
ソ
ス
を
 

納
れ
る
 

事
が
 

出
來
 

す
-
 

デ
ィ
 

ォ
 

一一 
ソ
ス
 

を
 

納
れ
た
 

心
 

は
 

ア
ポ
 

口 
を
 

納
れ
る
 

事
が
 

出
来
な
か
っ
た
 

。
白
で
 

な
け
れ
ば
 

黑
 

で
あ
っ
た
。
 

ア
ポ
 

口 
祌
糜
と
 

デ
ィ
 

ォ
 

一一
 

ソ 
ス
 

冲.
！ 

お
と
な
お
 

り
が
 

か
け
は
な
れ
て
 

居
た
 

か
ら
、
 

そ
の
 

間
 

を
 

通
 

ふ
 

心
の
 

振
子
 

は
、
 

勢
 

ひ
 

運
動
の
 

兩
 

極
の
 

間
に
 

非
常
な
 

鈍
^
 

を
 

描
い
た
。
 

然
し
 

時
代
が
 

た
つ
に
 

從
 

つ
て
 

兩
神
座
 

は
 

近
づ
い
て
 

行
く
 

の
で
、
 

振
子
 

は
 

漸
く
 

そ
の
 

往
復
の
 

距
離
 

を
 

縮
め
て
 

行
っ
た
。
 

か
 

\ 
る
 

現
象
に
 

伴
つ
 

て
 

起
る
 

結
果
 

は
 

又
 

自
ら
 

一 
一
 

つ
 

に
 

別
れ
て
 

行
く
。
 

一 
つ
 

は
 

中
庸
、
 

姑
息
、
 

不
徹
底
，
 

沈
澱
、
 

高
踏
、
 

遊
戲
 

な
ど
 

云
 

ふ
 

言
葉
で
 

現
 

は
さ
れ
 

る
 

と
も
，
 

IT
 

と
も
つ
 

か
ぬ
 

灰
色
で
 

あ
る
。
 

私
 

共
の
 

間
に
 

は
 

最
早
 

「
惡
 

魔
よ
，
 

退
け
」
 

と
 

獅
子
吼
し
た
 

基
督
 

を
 

見
る
 

事
が
 

出
來
 

な
く
な
っ
た
。
 

义
ォ
 

リ
ン
 

ブ
ス
 

に
^
^
り
 

を
 

始
め
た
 

祌
々
 

を
 

震
駭
し
て
、
 

北
方
の
 

森
の
 

中
か
ら
 

凱
歌
 

も
ろ
と
も
 

跳
り
 

出
た
 

パ
ン
の
 

群
 

は
 

見
る
 

ベ
か
ら
 

す
な
っ
た
。
 

世
の
 

屮
は
^
 

活
 

と-
."
 

ふ
 

リ
ト
マ
ス
 

紙
に
，
 

何
等
の
 

反
 

應
を
も
 

起
さ
ぬ
 

中
和
の
 

狀
 

態
に
 

移
っ
て
 

行
く
。
 

大
 

な
る
 

信
 

仰
の
 

創
 

#3
^;
 

は
 

何
故
に
.
 

H:
! 

代
に
 

现
よ
ん
 

て
^
 

代
に
 

姿
 

を
 

見
せ
ぬ
 

か
。
 

疑
惑
の
 

眼
 

を
 

輝
か
し
て
 

厘
 

： 
人
 

は
さ
う
 

問
 

ひ
つ
め
 

る
。
 

然
し
 

そ
れ
 

は
 

自
分
の
 

—
—
 

近
代
 

人
の
 

I
 

心
 

を
 

报
り
 

返
っ
て
 

見
れ
ば
 

す
ぐ
 

教
る
 

問
題
で
 

は
な
い
 

か
。
 

私
共
の
 

心
 

は
 

灰
色
で
 

は
な
い
 

か
。
 

疲
れ
 

濁
っ
て
 

居
 

は
し
な
い
 

か
。
 

^
^
の
に
^
:
 

に
^
 

新
し
い
 

喪
淤
 

か
 

ら 
の 

喑
 
示
 
 

二-
 



有
 
鳥
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
ー
 
 0
 

は ら
 
 

うま： 

倒
さ
-
 i 

て
 は
 g
 
な
い
か
。
 
ど
う
で
 
も
い
 

\ 
と
 
思
っ
て
 
居
 は
し
な
い
 
か
。
 
そ
の
 
心
が
 
ど
う
し
て
 
信
仰
の
 
創
造
者
 
を
 孕
み
 
得
よ
う
 
—
 

石
.
 

お
つ
や
う
な
 
そ
の
 
、
ひ
が
 —
—
 
私
共
 
は
 生
活
の
 
殘
滓
 
を
す
、
 
り
な
が
ら
、
 
夢
の
 
や
う
な
 
憧
^
 
を
 不
可
能
 
的
に
 
繋
い
で
 
居
る
 
點
に
 
於
て
 

1
 

面
 等
し
く
 
デ
カ
ダ
ン
の
 
輩
と
 
云
 は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

然
る
に
 
眼
を
轉
 
じ
て
 
見
る
 
と
、
 
他
の
 
一
つ
の
 
結
果
 
は
 東
雲
の
 
如
く
に
 
天
の
一
角
に
 
現
 は
れ
 
出
で
 
居
る
。
 
そ
れ
 
は
 
ア
ポ
 

W 
テ
ィ
 
才
 

一一 ソ
ス
の
 
接
近
 
を
 他
人
 
事
と
 
が
^
さ
す
、
 

そ
の
 
機
會
を
 
捕
へ
 
て
、
 
二
 注
の
 
神
の
 

一 つ
の
 
心
の
中
に
 
併
 坐
 さ
せ
よ
う
と
 
云
 
ふ
 努
力
で
 
あ
 

る
。
 
か
く
て
 
近
代
 
人
の
 
心
 は
 古
人
の
 
知
ら
な
か
っ
た
 
複
雜
な
 
波
紋
 
を
 
疊
ん
で
 
行
く
。
 
ア
ポ
 

a 
を
祌
と
 
崇
め
る
 
時
 は
 
デ
ィ
 
ォ
 
ュ
ソ
ス
 
は
 

葸
 a
、
 

，
テ
ィ
 
ォ
 

一一 ソ
ス
を
 
神
と
 
敬
 
ふ
 時
 
は
ァ
ボ
 

a 
は
惡
 
魔
、
 
か
く
 
あ
る
べ
き
 
關
係
を
 
打
破
し
て
、
 
新
た
な
 
意
味
 
を
 
こ
の
 
二
 神
の
 
交
涉
 

の
 S3 に

 見
出
さ
う
 
と
し
て
 
居
る
。
 

ア
ポ
 

口 
と
 
デ
ィ
 
ォ
 

一一 ソ 
ス 
の
 神
威
の
 
剋
す
 
る
 所
に
 
新
た
な
る
 
神
の
 
姿
 を
 認
め
よ
う
 
と
し
て
 
居
る
。
 

そ
れ
が
 
近
代
の
 
力
で
 
あ
る
。
 
近
代
 
人
の
 
命
で
 
あ
る
 

C 

上
に
 
述
べ
た
 
第
一
 
の
 結
果
 
は
 人
類
の
 
退
化
 
的
 動
向
で
あ
っ
て
、
 
第
二
の
 
結
果
 
は
 
そ
の
 
進
化
 
的
 動
向
で
 
あ
る
。
 
第
一
 
の
 波
に
 
乘
 
つ
た
 

も
つ
 
は
、
 
に
の
、
 い
 
の
 底
 を
 
そ
.
^
 
る
 
や
う
な
、
 
な
つ
か
し
く
 
見
え
る
 
過
去
の
 
記
憶
 
を
 呼
び
 
さ
ま
す
、
 
同
情
と
 
云
 
ふ
 方
面
に
 
訴
 
へ
る
、
 
甘
 

、
悲
し
い
 
歌
聲
 
を
擧
げ
 
る
で
 
あ
ら
う
。
 
而
 し
て
 
は
か
な
く
 
滅
ん
で
 
行
く
 
で
あ
ら
う
。
 
第
二
の
 
波
に
 
乘
っ
 
た
も
の
 
は
、
 
黎
明
 
前
に
 
天
地
 

を
 領
 す
る
。
 
夜
半
の
 
そ
.
^
 
に
も
 
過
ぎ
た
 
喑
黑
を
 
打
ち
破
る
 
ベ
 く
 
 
を
め
 
き
 叫
ん
で
 
乘
り
 
出
し
て
 
行
く
。
 
人
 
は
 
そ
の
 
叫
び
 
聲
の
 
意
味
 
を- 

經
驗
 
し
な
い
が
 
故
に
、
 
そ
れ
 
を
 聞
い
て
 
不
安
 
は
感
 
す
る
と
 
も
 
同
情
 
は
 感
じ
な
い
。
 
彼
等
 
は
 
そ
の
 
粗
野
に
 
見
 ゆ
る
 
聲
を
 
張
り
上
げ
て
 
竭
 

り
 
注
く
。
 
他
 
こ， 和

 鳴
 を
强
ひ
 
得
る
 
に
 至
る
 
ま
で
 
獨
り
往
 
く
。
 
彼
等
の
 
群
れ
 
は
强
 
ふ
る
 
者
で
 
あ
る
、
 
同
情
 
を
 求
め
る
 
者
で
 
は
な
い
。
 
人
 

に
 話
し
か
け
る
 
も
の
で
 
は
な
い
、
 
神
に
 
話
し
か
け
る
 
も
の
で
あ
る
。
 
彼
等
 
は
 生
き
 
殘
 
つ
て
 
行
く
 
も
の
で
あ
る
が
 
故
に
、
 
憐
れ
ま
れ
 

る
、
 
賞
め
 
ら
れ
 
る
、
 
な
つ
か
し
 
が
ら
れ
る
 
と
 
云
 ふ
や
う
な
 
事
が
 
甘
い
 
味
と
 
な
っ
て
、
 

そ
の
 
舌
 を
 刺
戟
す
 
る
 事
 は
な
い
。
 
彼
等
 
は
 勝
せ
 

を
自
覺
 
せ
る
 
も
の
、
 
大
膽
 
不
敵
 
さ
と
 
傲
慢
と
 
を
 持
っ
て
 
居
る
。
 
彼
等
 
は
 遂
に
 
地
を
嗣
 
ぐ
べ
 
く
 
生
き
 
淺
る
 
で
あ
ら
う
。
 



私
 

は
 

新
し
い
 

畫
派
を
 

見
る
 

時
に
、
 

實
 

に
こ
の
 

第
二
の
 

種
類
に
 

嵐
す
 

る
 

人
の
 

群
れ
 

を
见
 

る
。
 

嘗
て
 

マ
ネ
の
 

所
に
 

一
 

人
の
 

靑
 

年
が
 

自
作
の
 

畫
を
 

見
せ
に
 

來
た
。
 

そ
の
 

製
作
 

は
 

物
の
 

见
方
に
 

於
て
 

マ
ネ
 

自
身
の
 

も
の
と
 

異
ら
 

な
か
つ
 

た
。
 

マ
ネ
 

は
靑
 

年
に
 

對
 

し
て
、
 

君
 

は
 

果
し
て
 

自
分
 

を
 

い
つ
は
ら
 

す
に
 

斯
う
 

云
 

ふ
 

見
方
 

を
し
て
 

居
る
 

の
か
と
 

問
 

う
た
。
 

w
 

^
が
^
お
げ
 

に
然
 

り
と
 

答
へ
 

る
 

や
 

否
 

や
、
 

そ
ん
な
ら
 

玆
に
旣
 

に
 

マ
ネ
が
 

居
る
、
 

マ
ネ
と
 

仝
く
 

同
じ
 

見
方
 

を
す
 

る
 

君
が
 

霰
^
と
 

し
て
^
 

在
す
 

る
 

必
^
 

は
な
い
、
 

左
様
な
ら
、
 

と
 

一
 

言
の
 

下
に
、
 

手
痛
く
 

も
 

戸
口
か
ら
 

追
 

ひ
 

返
し
た
。
 

私
 

は
 

マ
ネ
の
 

淋
し
い
 

孤
獨
 

な
、
 

し
か
も
 

ハ
然
 

と
し
て
：
！
：
 

者
に
 

も
 

自
ら
 

を
卑
 

う
し
な
い
 

眞
劍
な
 

態
度
 

を
 

思
 

ひ
や
る
 

事
が
 

出
来
る
。
 

新
し
い
 

畫
 

派
の
 

人
々
 

は
 

先
づ
.
 

E
 

己
か
ら
^
 

く
掘
リ
 

始
め
て
-
了
 

つ
た
。
 

而
 

し
て
 

彼
等
 

は
 

其
處
に
 

何
で
 

あ
る
よ
り
も
 

先
づ
 

人
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

事
 

を
 

知
っ
た
。
 

而
 

し
て
^
 

ェ
か
 

ら
お
^
に
 

な
っ
た
。
 

卽
ち
 

民
衆
の
 

爲
 

め
に
 

働
か
す
 

に
 

自
己
の
 

表
現
の
 

爲
 

め
に
 

勉
 

め
た
。
 

價
 

値
の
 

顚
 

倒
が
 

根
柢
 

的
に
 

成
就
 

せ
ら
れ
た
。
 

i 
度
 

石
は
轉
 

ば
さ
れ
 

た
 

。
そ
れ
か
ら
の
 

彼
等
の
 

運
動
 

は
 

世
に
 

も
 

稀
な
 

强
烈
な
 

加
速
度
 

を
 

以
て
 

進
行
し
た
。
 

マ
ネ
 

を
 

蹴
飛
ば
し
て
 

セ
ザ
 

ン
ヌ
が
 

進
み
出
た
。
 

彼
 

は
先
づ
 

デ
ィ
 

ォ
 

一一
 

ソ 
ス 

の
 

や
う
に
 

凡
て
の
 

形
式
 

を
 

打
破
す
 

る
 

事
か
ら
 

其
の
 

事
業
 

を
 

始
め
て
；
；
；
：
 

つ
た
が
 

は
、
 

j
 

度
 

彼
の
 

製
作
 

を
 

見
る
 

も
の
が
 

直
ぐ
 

首
肯
す
 

る
 

所
で
 

あ
ら
う
。
 

物
の
 

量
と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

彼
に
 

は
 

何
者
で
 

も
 

な
く
な
っ
て
.
.
 

や：
： 

た
。
 

火
鉢
 

を
 

人
 

鉢
の
 

量
に
 

於
て
 

再
現
す
 

る
 

事
 

は
、
 

寫
眞
 

と
畫
ェ
 

と
の
 

能
く
す
 

る
 

所
で
 

あ
る
。
 

人
の
 

手
 

を
 

待
っ
て
 

ff
i 

め
て
 

成
さ
る
べ
き
^
 

で
は
た
い
。
 

人
の
 

手
の
 

成
さ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

事
 

は
 

そ
の
 

質
で
 

あ
る
。
 

さ
り
な
が
ら
 

恒
久
の
 

物
の
 

質
を
獻
 

立
す
 

る
 

事
 

は
、
 

デ
ィ
 

ォ
 

一一
 

ソ
ス
の
 

成
し
 

得
る
 

所
で
は
な
い
。
 

其
處
に
 

ア
ポ
 

a 
の
^
 

、
な
 

力
 

が
 

働
か
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

私
は
ゴ
 

ッ
ホ
の
 

製
作
に
 

通
じ
て
 

深
く
 

こ
の
 

力
 

を
 

感
得
し
 

得
る
 

と
 

思
 

ふ
。
 

ゴ
ッ
ホ
 

が，
：：
： 

己
の
 

裡
 

な
る
 

^
久
 

の，
：：
，」
 

を
發
 

見
せ
ん
 

が
爲
 

め
に
 

形
 

を
 

破
り
、
 

更
に
 

形
 

を
 

破
っ
て
、
 

狂
氣
の
 

如
く
 

突
進
し
た
 

そ
の
 

跡
 

を
、
 

世
に
^
し
て
 

行
っ
た
 

彼
の
 

幾
 

枚
 

か
の
 

煑
 

布
の
 

上
に
 

見
る
 

時
、
 

私
の
 

心
の
 

一
角
 

は
强
ぃ
 

和
嗚
を
 

感
ぜ
す
 

に
 

居
ら
れ
な
い
。
 

ー
兑
 

支
離
滅
裂
に
 

見
え
る
 

そ
の
 

技
巧
の
 

後
に
，
 

何
 

ん
と
云
 

ふ
 

崇
高
な
 

ク
ラ
シ
カ
ル
 

な
 

感
じ
の
 

漂
つ
 

て
 

居
る
 

事
 

だ
ら
 

う
。
 

新
し
 

ぃ
窖
：
 

派
か
ら
の
 

喑
示
 
 

二
 
 

J 
一 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

ニ
 
 ー  二

 

斷
 
つ
て
 
置
く
 
が
 新
し
い
 
畫
 派
の
 
人
々
 
は
 創
造
の
 
氣
 分
に
 
生
き
た
 
人
々
 
で
あ
る
。
 
彼
等
の
 
製
作
 
は
 過
去
の
 
囘
憶
 
で
は
な
い
。
 

そ
の
 
律
 

呂
は
 
私
共
の
 
耳
に
 
は
 始
め
て
 
響
く
 
律
呂
で
 
あ
る
。
 
そ
れ
 
故
 過
去
の
 
形
式
 
を
 尺
度
と
 
し
て
、
 
こ
れ
に
 
臨
む
 
の
 は
、
 
自
分
の
 
眼
に
 
塵
を
蓄
 

へ
て
、
 
他
の
 
塵
 を
 除
か
ん
 
と
す
る
 
や
う
な
 
も
の
で
あ
る
。
 
然
し
な
が
ら
 
私
が
 
始
め
に
 
言
っ
た
、
 
近
代
の
 
喘
ぎ
 
求
め
つ
.
^
 
あ
る
 
そ
の
 
動
 

向
 を
 
心
に
 
感
じ
て
 
こ
れ
に
 
臨
む
な
ら
ば
、
 

彼
等
 
は
 忽
ち
 
賴
み
 
甲
斐
 
あ
る
 
力
と
 
變
 じ
て
、
 
私
共
の
 
胸
の
 
奥
に
 
沁
み
 
込
ん
で
 
來
る
。
 

せつ 

私
 は
 
又
 彼
等
が
 
事
業
 
を
 成
就
し
た
 
と
 
は
 
云
 は
ぬ
。
 
反
對
に
 
彼
等
の
 
凡
て
 
は
 犬
な
る
 
事
業
の
 
一
齣
 
づ
 
i 
を
 演
じ
 
去
っ
た
 
に
 過
ぎ
ぬ
。
 

ぬか 

こ
れ
 
は
 彼
等
の
 
悲
し
み
で
 
あ
り
，
 
又
 誇
り
で
 
あ
る
 
だ
ら
 
う
。
 
ア
ポ
ロ
の
 
み
に
 
額
づ
 
く
も
の
 
は
 或
る
 
終
結
に
 
適
し
 
得
よ
う
。
 

デ
ィ
 
ォ
 

一一 

ソ 
ス
 
の
み
に
 
香
 を
た
 
く
も
の
 
も
 
亦
 或
る
 
解
決
に
 
至
り
 
得
よ
う
。
 
然
し
な
が
ら
 
ア
ポ
 

！1 
の
 上
に
 
デ
ィ
 
ォ
 

一 ーソ
 
ス
を
 
築
き
、
 
デ
ィ
 
ォ
 

一一 ソ 
ス 

の
 上
に
 
ア
ポ
ロ
 
を
 築
か
ん
 
と
す
る
 
も
の
 
は
、
 
常
住
の
 
動
搖
、
 
無
 終
の
 
躍
進
 
を
覺
 
悟
せ
 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

マ
ネ
か
ら
 
セ
ザ
ン
 
ヌ
と
ゴ
 

ー 
ガ
 

ン
と
ゴ
 
ッ
ホ
 
と
に
、
 

又
 
マ
チ
ス
と
 
ビ
 
カ
ツ
 
ソ
と
ゥ
 
ネ
ス
 
ビ
ア
ン
 
ス
キ
 

ー 
と
に
、
 
又
 更
に
 
カ
リ
 
リ
と
 
ロ
ッ
ソ
 

口 
と
ボ
 
ツ
チ
 
ォ
ニ
 
と
に
、
 
や
む
 

時
 も
な
 
く
 
變
り
遷
 
る
 
生
命
の
 
流
れ
 
を
覺
 
悟
せ
 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
彼
等
が
 
邪
の
 
な
い
 
心
 を
 
以
て
、
 
ア
ポ
 

a、 
デ
ィ
 
ォ
 

一一 ソ
ス
に
 
神
威
の
 
相
 

剋
す
 
る
 所
に
 
神
 を
認
 
む
る
 
間
 は
、
 
そ
の
 
神
 は
何
處
 
ま
で
 
も
い
 
や
 高
き
 
完
全
に
 
向
 
ひ
つ
、
 
あ
る
 
神
で
 
あ
る
。
 
ブ
ラ
ン
ド
の
 
所
謂
 
白
髮
長
 

く
 
垂
れ
て
 
思
慮
 
深
げ
 
に
、
 
夜
間
 
小
兒
を
 
脅
か
す
 
に
 適
 
ひ
た
る
 
祌
 で
は
な
い
、
 

無
 終
の
 
道
を
敢
 
て
孤
往
 
す
る
 
そ
の
 
心
、
 
私
 は
 彼
等
の
 
心
 

を
 
思
 
ふ
 時
 * 

世
に
 
も
 悲
し
く
 
勇
ま
し
き
 
光
景
 
を
 眼
前
に
 
描
く
 
を
 禁
じ
 
得
ぬ
。
 

私
 は
 新
し
い
 
畫
 派
の
 
人
々
 
と
し
て
 
マ
チ
ス
 
以
下
の
 
最
新
の
 
運
動
に
 
も
觸
れ
 
ね
ば
な
ら
ぬ
 
約
束
の
 
下
に
 
あ
る
。
 
然
し
な
が
ら
 
私
の
^
 

い
 心
 は
 彼
等
の
 
意
味
す
 
る
 所
に
 
同
情
 
を
 を
 持
ち
 
得
な
が
ら
、
 

そ
の
 
事
 ま
 
ど
 理
解
す
 
る
 
だ
け
の
 
準
備
 
を
 持
た
ぬ
。
 
私
 は
 自
分
の
 
不
敏
 
を
 

恥
ぢ
 
る
の
 
外
 は
な
い
。
 

( 一 九
 
一 M

 年
 
二
月
 
二
十
 
三
日
、
 
「
小
樟
 
新
聞
」
 
所
載
)
 



內
部
 
生
活
の
 
現
象
 

私
 は
玆
で
 

一
 般
に
亙
 
つ
て
 
內
部
 
生
活
の
 
現
象
 
を
お
 
話
し
し
 
よ
う
と
 
云
 
ふ
の
で
 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

さ
う
 
云
 
ふ
む
 
づ
か
 
し
い
^
:
 
题
は
純
 

粹
 心
理
 
舉
の
 
範
疇
に
 
屬
 す
る
 
事
で
、
 
門
外
漢
の
 
私
な
 
ど
に
 
は
 及
び
 
も
っ
か
な
い
 
企
で
あ
り
ま
す
。
 

私
 は
 唯
 私
の
 
牛
：
^
 
の
內
 
部
に
 
起
る
 

現
象
 
を
 
そ
の
 
儘
 
い
つ
は
る
 
事
な
 
く
 
申
し
上
げ
て
 
見
た
い
 
と
 
思
 
ふ
だ
け
 
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
す
 
か
ら
 
本
當
を
 
云
 ひ
ま
す
 
と
 
題
の
 
設
け
 

方
が
 
不
適
 
當
 で
あ
る
か
 
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 

「
或
る
 
男
の
 
內
部
 
生
活
」
 
と
で
 
も
 
.5. す

の
 
が
 寧
ろ
 
安
當
 
で
あ
り
 
ま
せ
う
。
 

私
の
 
や
う
な
 
淺
 薄
な
 
凡
 衆
の
 

一
 人
の
 
內
部
 
生
活
 
を
 —
—
 
ど
れ
 
程
 
い
つ
は
ら
 
す
に
.
 E. し

て
 
兌
て
も
 
—
—
 
大
し
た
^
:
 
a
 
の
^
じ
な
い
 
位
 

は
 自
身
で
 
承
知
 
致
さ
な
い
で
 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
然
し
 
私
 は
 信
仰
 
を
 持
っ
て
 
お
出
で
に
な
る
 
方
の
 
や
う
に
、
 

A: 分
 以
上
の
 
力
 
を
 
イ
ン
ス
 

ビ
レ
 

ー 
シ
 

ヨ
ン
 

と
し
て
 

感
 

す
る
、
 

卽
ち
 

自
分
 

を
 

通
し
て
 

自
分
 

以
上
の
 

力
が
 

現
 

は
れ
 

働
く
 

と
い
 

ふ
や
う
な
 

尊
い
 

心
の
 

狀
 

態
に
 

あ
り
ま
せ
 

ん
。
 
で
す
か
ら
 
假
令
 
ど
れ
 
程
 
私
が
 
大
擧
者
 
大
聖
 
人
の
 
說
を
 
咀
嚼
し
て
 
御
 紹
介
す
 
る
 事
が
 
出
來
 
た
と
 
致
し
ま
し
て
も
、
 

畢
兗
 
私
の
 
内
 

^
生
活
で
 
そ
の
 
說
を
 
切
り
取
つ
 
た
だ
け
 
を
 御
 紹
介
す
 
る
に
 
過
ぎ
ぬ
 
と
 
云
 
ふ
結
枭
 
に
な
っ
て
、
 

つ
ま
る
 
所
 は
 私
自
身
の
 
內
部
 
生
活
 
を
 巾
 

し
 
上
げ
る
 
と
 
云
 
ふ
の
と
 
同
じ
 
は
め
に
 
陷
 
る
の
で
 
あ
り
ま
す
。
 
そ
れ
で
す
 
か
ら
 
始
め
か
ら
 
端
的
に
 
私
 E
 
身
の
 
内
部
生
活
 
を
 披
瀝
し
て
 
は
 

る
 
事
に
 
致
し
ま
し
た
。
 
そ
れ
の
 
み
な
ら
す
 
私
に
 
は
 今
ま
で
 

一 つ
の
 
惡
 
い
^
が
 
あ
り
ま
し
た
。
 
そ
れ
 
は
 GI 分

の
 
心
が
 
ど
ん
な
 
も
の
で
 
あ
 

る
か
 
を
 知
り
た
い
 
爲
 
め
に
 
他
人
の
 
心
に
 
觸
れ
 
て
见
た
 
事
で
す
。
 
卽
 
ち
歷
史
 
を
硏
究
 
す
る
と
 
か
 文
舉
を
 
味
 
ふ
と
 
か
 偉
人
の
 
傅
 記
 を
讀
む
 

と
か
 
生
き
て
 
居
る
 
人
の
 
行
動
 
を
觀
，
 祭
す
 
る
と
 
か
 云
 
ふ
 風
に
、
 
自
分
よ
り
 
外
部
の
 
も
の
！
 t
 り
に
 
手
 を
 觸
れ
て
 
そ
れ
 
を
 
色
々
 
と
ひ
ね
 
り 
ま
 

は
し
て
 
ゐ
た
 
事
で
す
。
 
然
し
 
そ
れ
 
は
 結
局
 
全
く
 
無
益
な
.
 
I
 
無
益
な
 
計
り
で
 
な
く
 
高
投
な
 
企
で
あ
っ
た
^
 
に
氣
が
 
付
き
ま
し
た
。
 

而
 

し
て
 
そ
れ
に
 
氣
が
 
付
く
 
と
 
私
 は
 全
く
 
反
對
の
 
態
度
に
 
出
る
 
や
う
に
 
な
り
ま
し
た
。
 

今
 は
 私
 は
 他
人
の
 
心
 を
 探
る
^
 
め
に
 

も-:：：: 分
の
 
心
 

內
部
 
生
活
の
 
現
象
 
 

二
 
一 三

 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
築
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
ー
 
四
 

に
 觸
れ
て
 
見
ま
す
。
 
自
分
の
 
心
 を
 知
る
 
爲
 め
に
 
自
分
自
身
の
 
心
に
 
觸
れ
て
 
見
る
 
の
 は
 申
す
 
ま
で
 
も
な
い
 
事
で
あ
り
ま
す
。
 
固
よ
り
 

こ 

I. な
覺
 
悟
に
 
な
っ
た
 
今
で
も
 
私
 は
歷
史
 
に
も
 
文
學
 
に
も
 
傳
記
 
に
も
 
生
き
て
 
居
る
 
人
の
 
生
活
に
 
も
 
興
味
 
は
 感
じ
て
 
居
り
ま
す
。
 

の
み
な
 

^じ 

ら
す
パ
 

ラ 
ド
ッ
ク
 

ス
 
の
 や
う
で
 
は
あ
り
 
ま
す
が
、
 
か
う
 
云
 
ふ
 態
度
に
 
變
 
つ
て
 
こ
そ
 
是
 等
の
 
も
の
が
 
甫
 め
て
 
活
 き
た
 
意
味
 
を
 
私
に
 
與
.
 へ
 

て
 
く
れ
る
 
の
 だ
と
 
現
在
の
 
私
 は
 固
く
 
信
じ
て
 
居
り
ま
す
。
 

か
う
 
云
 ふ
 心
の
 
態
度
の
 
變
化
 
を
も
う
 

一
 つ
 違
っ
た
 
言
 
ひ
 現
 は
し
 
方
で
 
申
し
 

て
 見
れ
ば
 
か
う
 
も
 
云
へ
 
ま
す
。
 
卽
ち
私
 
は
 今
ま
で
 
私
の
 
心
の
 
內
容
 
の
充
實
 
加
減
 
を
 
疑
っ
て
 
居
た
 
の
で
す
。
 
佝
ん
 
だ
か
 
私
の
 
心
 だ
け
に
 

俄
賴
 
し
て
 
居
て
 
は
 
人
生
の
 
全
 野
 を
 見
渡
す
 
事
が
 
不
可
能
の
 
や
う
に
 
思
っ
て
 
居
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
 
故
 自
分
よ
り
 
も
っ
と
 
內
容
 
〇
 

おぎな 

ゆ
た
か
な
 
人
の
 
心
の
 
働
き
 
を
 借
り
て
 
來
て
 
自
分
の
 
心
に
 
全
く
 
缺
 け
て
 
居
る
 
も
の
 
を
 補
 は
う
 
と
し
て
 
居
た
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 
然
し
 
そ
ん
 

た
 
I
 一
益
な
 
こ
と
 
は
、
 
永
劫
 
績
 け
て
 
居
た
 
と
て
も
 
出
来
る
 
害
の
 
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

そ
れ
 
は
 
丁
度
 
草
木
に
 
人
の
 
持
つ
 
や
う
な
 
感
情
 

や
 知
識
 
を
 持
た
せ
よ
う
と
 
云
 
ふ
 無
益
な
 
企
て
と
 
同
 
一
 轍
で
あ
り
ま
す
。
 
然
し
 
今
の
 
私
、
 
前
の
 
態
度
 
を
 悔
い
た
 
私
 は
 私
自
身
の
 
心
の
 
內
容
 

を
 
そ
ん
な
に
 
さ
げ
す
ん
だ
り
 
疑
っ
た
り
 
は
し
な
い
 
私
で
あ
り
ま
す
。
 
立
派
な
 
發
達
 
こ
そ
 
は
 遂
げ
て
 
居
な
い
 
だ
ら
 
う
が
、
 
如
何
な
る
 
秀
れ
 

や
か
ら
 
 

1.1 こ 

た
 聖
者
で
 
あ
れ
 
如
何
な
る
 
惡
 業
の
 
翬
 
で
あ
れ
、
 
凡
て
の
 
人
の
 
持
っ
て
 
る
 凡
て
の
 
心
の
 
屬
性
は
 

一 つ
 殘
ら
す
 
私
の
 
心
の
中
に
 
藏
 め
ら
 
れ
 

て
 
あ
る
 
事
 を
 信
す
 
る
 私
で
あ
り
ま
す
。
 

私
 は
 私
の
 
心
を
眞
 
面
目
に
 
忠
實
に
 
僻
見
な
 
し
に
 
掘
り
下
げ
て
 
行
く
 
事
に
 
よ
っ
て
 
凡
て
 
の
 人
 
の
 

心
と
 
抱
き
合
 
ふ
 事
が
 
出
来
る
 
事
 を
 信
じ
て
 
居
り
ま
す
。
 
此
の
 
地
表
で
 
は
 離
れ
/
^
 
な
 苺
の
 
株
が
、
 
地
の
 
下
で
 
は
 根
に
 
よ
っ
て
 
有
機
的
に
 

つ
な
が
れ
て
 
を
る
 
樣
に
、
 

一
 寸
 t
 に
 は
と
 
も
す
 
る
と
 
互
に
 
見
失
 
ふ
 程
 か
け
 
隔
た
っ
た
 
人
の
 
心
 も
、
 
そ
の
 
奥
で
 
は
 無
差
別
な
 
親
し
み
の
 
濃
 

か
な
 
大
き
な
 
生
命
の
 
海
に
 
通
っ
て
 
居
る
 
の
 だ
と
 
感
じ
ま
す
。
 
卽
ち
 
私
の
 
心
 は
 —
—
 
私
の
 
今
 意
味
し
た
 
意
味
で
 
—
 
私
に
 
取
っ
て
 
は
 萬
 

人
の
 
心
 を
 見
る
べ
き
 
唯
 
一
 つ
 
の
 鍵
で
あ
り
ま
す
 
。
私
の
 
心
 は
 私
の
 
心
で
 
あ
る
と
 
共
に
 
あ
な
た
の
 
心
で
あ
り
ま
す
。
 
私
が
 
玆
で
 
臆
面
 
も
な
 

く 
自
分
の
 
内
部
生
活
 
を
 申
し
上
げ
て
 
見
る
 
と
 
云
 ふ
 事
が
、
 
私
に
 
取
っ
て
 
所
以
の
 
あ
る
 
事
な
 
の
 は
 
そ
れ
で
 
察
し
て
 
頂
け
る
 
と
 
思
 
ひ
ま
す
"
 

た
^
 
玆
に
ー
 
っ
殘
 
さ
れ
た
 
問
題
 
は
 私
が
 
ど
れ
 
程
 深
く
 
自
分
の
 
心
 を
 掘
り
下
げ
て
 
居
る
 
か
と
 
云
 
ふ
 事
で
す
。
 
淺
 薄
な
 
私
ね
 
私
 だ
け
に
 



は
 

相
當
な
 

カ
を
盡
 

し
て
 

居
る
 

に
も
 

係
ら
す
、
 

諸
君
に
 

は
 

何
等
の
 

噔
示
を
 

も
 

提
供
す
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

か
も
 

知
れ
ま
せ
ん
。
 

然
し
 

私
 

は
 

玆
に
 出
席
 致
す
 事
を
餘
 儀
な
 く
さ
れ
た
 と 云
っ
て
、
 前
 申
す
 理
由
で
 私
の
 力
 以
上
 を
 語
る
 事
 も
出
來
 ま
せ
ん
。
 
乂
 私
に
 そ
れ
 を
强
ひ
 

ら
れ
 

る
の
 

は
 

間
違
 

ひ
だ
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

で
、
 

菜
し
て
 

諸
君
が
 

御
滿
 

足
な
 

さ
る
 

か
ど
う
 

か
と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
、
 

物
好
き
に
 

も
 

私
 

を
玆
に
 

引
き
 

出
さ
れ
た
 
委
員
の
 
方
の
 
责
任
 
に
し
て
 
置
い
て
、
 
私
に
 
は
 
私
の
 
言
 
ひ
た
い
 
事
 を
 
云
 は
せ
 
て
 頂
き
ま
す
。
 

尤
も
 
「
私
の
 
云
 
ひ
た
い
 
事
」
 
と
 
申
し
た
 
そ
の
 
私
と
 
云
 
ふ
 言
葉
に
 
は
 語
弊
が
 
あ
り
ま
し
た
。
 
諸
君
が
 
眼
 を
 以
て
 
御
^
に
な
 
つ
て
 
居
る
 

私
 は
 前
 通
り
 
だ
け
の
 
事
 を
 申
し
て
 
引
き
 
下
り
ま
す
。
 
こ
れ
か
ら
 
諸
君
に
 
申
し
上
げ
る
 
も
の
 
は
 眼
に
 
見
え
る
 
私
で
 
は
な
く
 
つ
て
、
 
私
の
 

內
 部
で
あ
り
ま
す
。
 
諸
君
 
は
 私
の
 
聲
を
 
通
し
て
 
私
の
 
內
 部
と
 
直
接
に
 
觸
れ
て
 
頂
き
た
い
 
の
で
す
。
 
で
す
か
ら
 
こ
れ
ま
で
 
私
 は
 私
と
 
屮
 

し
て
 
居
た
 
の
 は
こ
、
 
に
 立
つ
 

一
 つ
の
 
外
部
で
あ
り
ま
す
 
が
、
 
こ
れ
か
ら
 
私
と
 
申
し
ま
す
 
も
の
 
は
 私
の
 
內
 部
で
あ
り
ま
す
。
 
侗
性
 
と
か
、
 

自
己
と
 

か
、
 

良
心
と
 

か
、
 

震
 

魂
と
 

か
、
 

色
々
 

に
 

呼
ば
れ
て
 

居
る
 

や
う
で
す
 

が
、
 

私
 

は
 

そ
れ
 

等
に
 

附
帶
 

し
た
 

不
純
な
^
 

味
が
 

あ
る
の
 

を
 

嫌
 
ひ
ま
す
 
か
ら
、
 
假
 り
に
 
私
 
は
 そ
れ
 
を
 魂
と
 
呼
び
ま
す
。
 
魂
 は
 私
に
 
告
げ
て
 
か
う
 
申
し
ま
す
。
 

私
 

は
 

魂
 

だ
。
 

私
 

は
お
 

前
の
 

魂
 

だ
。
 

私
 

は
 

肉
 

を
 

離
れ
た
 

一 
つ
の
 

概
念
の
 

幽
靈
 

で
は
な
い
、
 

又
靈
を
 

離
れ
た
 

一
 

つ
の
 

肉
の
 

働
き
で
 

も
な
 

い
。
 

お
前
の
 

外
部
と
 

內
 

部
と
の
 

互
に
 

融
け
 

合
っ
た
 

一
 

つ
の
 

全
體
の
 

上
に
 

お
前
が
 

存
在
 

を
 

有
し
て
 

居
る
 

や
う
に
、
 

私
 

も
义
全
 

體
の
 

中
で
 

き
び
し
く
 

働
く
 

力
の
 

し
め
く
-
 

-
り
 

だ
。
 

實
を
云
 

ふ
と
お
 

前
 

は
 

私
の
 

だ
ら
け
た
 

時
の
 

狀
 

態
で
、
 

私
 

は
お
 

前
の
 

引
き
し
 

ま
っ
た
 

時
の
 

狀
態
 

だ
。
 

私
と
 

お
前
と
 

は
 

同
じ
 

も
の
 

だ
。
 

然
し
な
が
ら
 

だ
ら
け
る
 

の
と
 

引
き
し
 

ま
る
の
と
 

が
、
 

嚴
肅
な
 

生
活
と
 

云
 

ふ
 

物
 

さ
し
で
 

は
る
と
 

そ
の
 

値
打
ち
に
 

天
地
の
へ
 

だ
、
 

り
が
 

あ
る
 

以
上
、
 

私
と
 

お
前
と
 

は
黑
と
 

白
と
 

が
 

違
 

ふ
や
う
 

に
 

違
っ
た
 

も
の
 

だ
。
 

更
に
お
：
 

喩
を
 

お
前
に
 

去
っ
て
 

聞
か
さ
う
な
ら
 

お
前
 

は
她
 

球
の
 

表
皮
 

だ
。
 

千
樣
萬
 

態
の
 

相
に
 

分
れ
て
 

地
球
の
 

表
皮
 

は
 

目
ま
ぐ
る
し
い
 

稃
の
變
 

化
 

を
：
^
 

し
て
 

居
 

る
が
、
 

畢
竟
 

其
處
に
 

見
出
さ
れ
る
 

も
の
 

は
 

不
統
一
で
 

あ
り
、
 

原
因
で
 

な
く
し
て
 

結
 

架
で
 

あ
り
、
 

死
に
 

近
づ
き
つ
、
 

あ
る
 

も
の
で
 

あ
 

內
部
 

生
活
の
 
現
象
 
 

二
 

一 
五
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
 

W
 
卷
 
 

二
】
 

六
 

り
、
 

奥
行
の
 

深
く
な
い
 

現
 

は
れ
で
 

あ
る
。
 

私
 

は
 

地
球
の
 

內
部
 

だ
。
 

一
寸
見
た
 

所
で
は
 

其
 

處
に
は
 

渾
沌
と
 

單
 

一
 

と
が
 

あ
る
ば
 

か
り
に
 

思
 

は
れ
よ
う
 

が
、
 

そ
の
 

實
質
は
 

他
の
 

星
の
 

世
界
の
 

實
 

質
と
 

同
じ
 

實
質
 

で
あ
り
、
 

其
處
の
 

中
に
 

潜
む
 

力
 

は
 

一
瞬
の
 

間
に
 

表
皮
 

を
 

破
 

壤
し
去
 

る
 

事
 

も
出
來
 

る
し
、
 

新
た
な
 

表
皮
 

を
 

生
み
出
す
 

事
 

も
出
來
 

る
の
 

だ
。
 

私
と
 

お
前
と
 

は
 

或
る
 

意
味
に
 

於
て
 

同
じ
 

も
の
 

だ
。
 

然
し
 

多
く
の
 

意
味
に
 

於
て
 

較
べ
る
 

事
の
 

出
来
な
い
 

程
ち
 

が
っ
た
 

も
の
 

だ
。
 

地
球
の
 

內
部
は
 

外
部
か
ら
 

は
 

見
ら
れ
な
い
。
 

外
部
か
ら
 

見
て
 

一
番
 

氣
の
 

つ
く
 

所
 

は
ど
う
し
て
も
 

表
面
で
 

あ
る
。
 

だ
か
ら
 

人
 

は
 

私
に
 

は
 

注
意
せ
 

す
に
 

お
前
ば
 

か
り
 

を
 

見
て
 

お
前
の
 

全
體
だ
 

と
 

思
っ
て
 

居
る
 

し
、
 

お
前
 

も
 

人
を
昆
 

る
の
に
 

表
面
ば
 

か
り
 

昆
て
滿
 

足
し
て
 

居
る
。
 

そ
れ
で
 

は
い
け
 

な
い
。
 

そ
ん
な
 

事
で
 

は
お
 

前
が
 

何
處
 

ま
で
 

苦
し
ん
で
 

行
 

さ
か
の
ぼ
 
 

へ 
た 

か
う
 

と
も
、
 

急
な
流
れ
 

を
 

溯
ら
う
 

と
す
る
 

下
手
な
 

泳
 

手
の
 

や
う
に
、
 

手
足
 

こ
そ
 

は
 

力
 

限
り
に
 

藻
 

接
い
て
 

居
る
 

だ
ら
 

う
が
、
 

何
時
ま
で
 

た
っ
て
も
 

進
ん
で
 

居
 

は
し
な
い
 

の
 

だ
。
 

更
に
 

譬
喩
 

を
 

前
に
 

戾
 

す
が
、
 

地
球
に
 

し
て
も
、
 

今
 

あ
る
 

表
皮
が
 

跡
形
な
 

く
壞
れ
 

て
し
 

ま
っ
て
 

内
部
 

だ
け
が
 

殘
 

つ
た
と
 

し
て
も
、
 

地
球
 

は
 

地
球
と
 

し
て
 

存
在
す
 

る
。
 

然
し
 

內
部
 

の
な
い
 

表
皮
ば
 

か
り
の
 

地
球
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

も
の
 

は
 

想
像
す
 

る
 

こ
と
 

も
出
來
 

な
い
だ
ら
 

う
。
 

そ
れ
と
 

同
じ
に
 

私
と
 

云
 

ふ
 

も
の
、
 

な
い
 

お
前
 

は
 

想
像
す
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

の
 

だ
。
 

だ
か
ら
お
 

前
 

は
 

私
の
 

云
 

ふ
 

事
に
 

耳
を
倾
 

け
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
、
 

上
官
の
 

命
令
 

を
 

待
つ
 

兵
士
の
 

や
う
に
、
 

基
督
の
 

傍
に
 

侍
る
 

マ
リ
ヤ
の
 

様
に
。
 

お
前
に
 

取
っ
て
 

私
 

ほ
ど
 

完
全
な
 

も
の
 

は
な
い
 

と
 

云
 

ふ
 

事
に
 

十
分
 

氣
が
 

付
い
て
 

居
な
け
れ
ば
 

い
け
な
い
。
 

又
お
 

前
の
 

存
在
の
 

源
と
 

な
 

いし
 
ナ
ゑ
 
 

おそ
 

り
 
礎
と
 
な
る
 
も
の
 
は
 私
ば
 
か
り
だ
と
 
云
 ふ
 事
に
 
し
っ
か
り
と
 
納
得
が
 
い
っ
て
 
居
な
け
れ
ば
 
い
け
な
い
。
 
而
 し
て
お
 
前
 は
 私
 を
 畏
れ
 
愛
 

し
な
け
れ
ば
 

い
け
な
い
。
 

而
 

し
て
 

最
後
に
 

お
前
 

は
 

私
と
 

一 
つ
も
の
に
 

な
る
 

ま
で
の
 

境
涯
に
 

進
ん
で
 

來
 

な
け
れ
ば
 

い
け
な
い
。
 

お
前
に
 
取
っ
て
 
私
 以
上
 
完
全
な
 
も
の
 
は
な
い
 
と
 私
 は
 云
っ
た
 
が
、
 
そ
ん
な
ら
 
世
の
中
の
 
人
が
 
《41 に

考
へ
 
出
す
 
神
 ゃ
佛
の
 
や
う
に
 
完
 

全
で
 
あ
る
と
 
云
 
ふ
の
 
か
と
お
 
前
 は
 直
ぐ
 
反
問
す
 
る
 だ
ら
 
う
。
 
お
前
の
 
見
る
 
所
に
 
よ
る
と
 
私
 は
 倫
理
 
學
で
云
 
ふ
 良
心
と
 
云
 ふ
 も
の
よ
り
 

も
も
つ
 
と
 
不
完
全
に
 
見
え
る
 
が
ど
う
 
だ
と
 
云
 
ふ
だ
ら
 
う
。
 
肉
の
 
要
求
に
 
も
 躊
躇
せ
 
す
に
 
頭
 を
 突
っ
込
む
 
私
 は
お
 
前
に
 
取
っ
て
^
-
す
ら
 

なじ 

も
 
あ
ん
ま
り
 
完
全
な
 
も
の
と
 
は
 思
 は
れ
な
 
い
と
お
 
前
 は
 詰
る
 
で
あ
ら
う
。
 
そ
れ
 
は
ー
應
 
尤
も
で
 
あ
る
。
 
成
程
 
私
は
惡
 
魔
の
 
樣
に
恥
 
知- 



ら
す
 

で
は
な
い
 

が
义
 

fK
 

便
の
 

や
う
に
 

淸
淨
 

で
も
な
い
。
 

お
前
の
 

魂
な
る
 

私
 

は
 

人
 

ii
 

の
 

や
う
に
 

人
 

的
 

だ
。
 

お
^
の
 

魂
な
る
 

私
の
 

今
の
 

此
の
 

瞬
間
の
 

誇
り
 

は
、
 

何
の
 

躊
躇
 

も
な
 

く
、
 

全
靈
 

全
心
の
 

確
信
 

を
 

以
て
 

人
^
的
で
 

あ
る
と
：
.
 

ム
 

ふ
の
に
 

あ
る
の
 

だ
。
 

私
の
 

所
に
.
 

船
^
だ
 

と
か
：
 

大
使
 

だ
と
 

か
、
 

人
間
の
 

頭
 

だ
け
で
 

ひ
ね
く
り
 

出
し
た
 

土
 

像
 

を
 

持
っ
て
 

來
 

る
な
。
 

ゆ
ら
，
 

（
-
 

と
搖
 

ぎ
な
が
ら
 

燃
え
さ
 

か
る
 

現
在
の
.
 

生
活
に
 
そ
ん
な
 
も
の
が
 
何
ん
 
の
價
 
値
が
 
あ
る
か
。
 

お
前
が
 

私
卽
 

ち
お
 

前
の
 

魂
の
 

極
印
の
 

す
わ
っ
た
 

許
可
 

を
 

受
け
す
 

に
、
 

靈
 

か
ら
 

引
き
離
し
た
 

肉
 

だ
け
に
お
 

前
の
^
 

を
 

ム：
！ 

： る
が
 

を
す
 

る
 

と
 

其
 

處
に
實
 

質
の
 

な
い
 

惡
 

魔
と
 

云
 

ふ
 

も
の
が
、
 

さ
も
 

い
か
め
し
い
 

實
 

質
を
備
 

へ
た
ら
 

し
く
 

立
ち
 

現
 

は
れ
る
 

の
 

だ
。
 

乂
ぉ
 

前
が
 

肉
か
ら
 

强
 

ひ
て
 

引
き
離
し
た
 

靈
 

だ
け
に
 

身
寶
り
 

を
す
 

る
と
 

其
處
 

に
、
 

實
質
 

の
な
い
 

天
使
と
 

云
 

ふ
 

も
の
が
、
 

さ
も
い
 

か
め
し
 

い
^
 

を
備
へ
 

た
ら
し
 

く
 

立
ち
 

現
 

は
れ
る
 

の
 

だ
。
 

そ
ん
な
 

事
 

を
し
て
 

居
る
 

中
に
、
 

お
前
 

は
 

段
々
 

私
か
ら
 

離
れ
て
 

行
っ
て
、
 

實
質
 

の
な
い
 

幻
の
 

影
に
 

捕
 

は
れ
て
 

共
 

處
に
 
不
思
議
な
 
空
中
 
摟
閣
を
 
描
き
出
す
 
の
 だ
。
 而
 し
て
お
 
前
の
 
心
の
中
に
 
は
 苦
し
い
 
二
 元
が
 
獻
立
 
さ
れ
る
。
 

^
と
.
 E
。
 
 
水
と
 地
^
，
.
 

理
想
と
 

現
實
。
 

天
 

使
と
 

惡
魔
。
 

そ
れ
か
ら
 

何
 

そ
れ
か
ら
 

何
と
 

對
 

立
し
た
 

觀
念
を
 

持
ち
出
さ
な
け
れ
ば
 

何
ん
だ
 

か
 

安
心
の
 

出
來
 

な
い
、
 

そ
の
 

癖
、
 

觀
 

念
が
對
 

立
し
て
 

居
て
 

は
 

何
ん
だ
 

か
 

安
心
の
 

出
來
 

な
い
、
 

兩
 

天
秤
に
 

か
け
ら
れ
 

た
や
う
な
、
 

ど
ん
底
の
 

な
い
 

穴.
：^
 

に
 

浮
ん
で
 

を
る
 

や
う
な
 

不
安
が
 

お
前
 

を
 

襲
っ
て
 

來
 

る
の
 

だ
。
 

さ
う
 

な
れ
ば
 

さ
う
な
 

る
 

程
お
 

前
 

は
 

私
か
ら
 

遠
ざ
か
っ
て
、
 

お
前
の
 

一.
 

ム
 

ふ
こ
と
 

た
り
 

行
 

ふ
こ
と
 

な
り
 

思
 

ふ
こ
と
 

な
り
が
、
 

一
 

つ
 

殘
ら
す
 

外
部
の
 

力
に
 

よ
っ
て
 

支
配
さ
れ
 

る
 

や
う
に
な
る
。
 

お
前
に
 

は
 

及
び
 

も
っ
か
ぬ
^
:
 

お
 

が
 

出
来
、
 

良
心
が
 

出
來
、
 

神
が
 

出
來
、
 

道
德
が
 

出
来
る
。
 

而
 

し
て
 

そ
れ
 

は
 

呰
ん
な
 

私
が
 

お
前
に
 

命
じ
た
 

も
の
で
 

は
な
く
 

つ
て
 

外
^
ん
 

ら
來
 

た
も
の
ば
 

か
り
だ
。
 

プ
ラ
ト
 

ー 
の
 

理
想
。
 

ソ
ク
ラ
テ
ス
の
 

良
心
。
 

ボ
 

ー 
口
の
 

祌
。
 

孔
子
の
 

逍
德
。
 

さ
う
：
.
 

ム
ふ
 

も
の
 

を
^
り
 

廻
し
 

て
お
 

前
 

は
お
 

前
の
 

寄
 

木
 

細
工
 

を
 

造
り
 

初
め
る
 

の
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

お
前
 

は
 

一
 

而
に
惡
 

魔
で
 

も
 

I
I
 

赏
 

質
 

も
 

何
も
な
い
^
 

魔
で
 

さ
へ
 

が
^
 

を
ふ
さ
ぐ
 

や
う
な
、
 

醜
い
 

い
や
し
い
 

想
を
懷
 

い
た
り
 

行
 

ひ
 

を
し
た
り
 

し
て
 

居
な
が
ら
、
 

人
の
 

眼
に
 

付
く
 

所
で
は
 

し
ら
 

し
さ
に
，
：
：
：
 

分
で
 

恥
し
 

く
な
る
 

程
 

立
派
な
 

行
 

ひ
 

を
し
た
り
 

言
葉
 

を
 

吐
い
た
り
 

す
る
 

の
 

だ
。
 

し
か
も
お
 

前
 

は
そ
ん
な
 

さ
げ
す
む
べ
き
 

卞
を
 

す
る
 

の
に
 

內
部
 

生
活
 

の 
現
象
 
 

二
】
 

七
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

二
 
1 バ 

相
 當
の
理
 
由
 
を
つ
 
け
て
 
や
っ
て
 
居
る
。
 
聖
人
 
君
子
に
 
露
 似
る
 
の
 は
 —
—
 
も
 
少
し
 
尤
も
ら
し
く
 
云
 
ふ
と
 
聖
人
 
君
子
に
 
擧
 
ぶ
の
 
は
や
が
 
て
 

聖
人
 
君
子
た
 
る
の
 
第
 
一
 歩
を
爲
 
す
の
 
だ
、
 我
れ
 
堯
舜
の
 

一一 一一 口 を
 
云
 
ひ
 堯
舜
の
 
行
 
ひ
 を
 行
 は
^
 
卽
 
ち
堯
舜
 
の
み
と
 
云
 ふ
の
 
が
そ
れ
 
で
あ
る
。
 

なさ
け 

. か
く
し
て
 
お
前
 
は
 中
心
に
 
容
易
な
ら
 
ぬ
 矛
盾
と
 
不
安
と
 
情
な
 
さ
 
を
 感
じ
な
が
ら
 
益
丄
 
咼
く
バ
 
ベ
 
ル
 
の
 塔
 を
 
昇
り
つ
 
め
る
 
の
 だ
。
 

さ
う
 
云
 ふ
お
 
前
の
 
態
度
 
は
 社
會
の
 
習
俗
か
ら
 
云
 ふ
と
 
又
 誠
に
 
都
合
の
 
い
-
 - 態

度
 
だ
。
 
實
 際
の
 
社
會
は
 
進
歩
 
を
 要
求
す
 
る
の
で
 
あ
る
 

け
れ
ど
も
 
習
俗
 
的
な
 
社
會
は
 
平
和
 
I
 
平
和
と
 
云
っ
て
 
は
勿
體
 
な
い
 
I
 
無
事
 
を
 要
求
す
 
る
の
 
だ
。
 
兎
角
；
 大
 下
に
 
事
な
 
か
れ
は
 
隨
分
 

.
强
 
い
 社
會
の
 
惰
性
に
 
な
っ
て
 
居
る
。
 
其
處
で
 
他
人
 
模
倣
で
 
お
茶
 
を
 濁
し
て
 
行
か
う
 
と
 
云
 
ふ
お
 
前
の
 
や
う
な
 
扠
は
 
尤
も
 
調
法
 
が
ら
れ
る
 

の
 だ
。
 
お
前
の
 
內
部
 
に
ど
れ
 
程
の
 
矛
盾
が
 
有
る
 
か
 無
い
 
か
 は
 社
會
は
 
頓
着
す
 
る
 所
で
は
な
い
，
 
お
前
が
 
お
前
に
 
似
合
 
は
な
い
 
善
良
な
 

行
 
ひ
さ
 
へ
し
て
 
く
れ
、
 
ば
、
 
そ
れ
だ
け
 
天
下
 
は
 事
な
 
く
 
濟
ん
で
 
行
く
 
の
 だ
。
 
「
あ
の
人
 
は
 
思
っ
た
 
よ
り
 
感
心
な
 
人
 
だ
」
、
 
「
人
と
 
云
 
ふ
 も
 

の
 は
 見
か
け
 
V に
よ
ら
ん
 
も
の
 
だ
」
、
 
さ
う
 
云
 
つ
 て
社
會
 
は
お
 
前
の
 
苦
し
い
 
內
 部
の
 
分
裂
 
を
讃
め
 
あ
げ
て
 
く
れ
る
 
だ
ら
 
う
。
 
お
前
 
は
 苦
笑
 

ひ
 を
し
な
が
ら
 
そ
の
 
讃
辭
を
 
頂
戴
し
て
、
 
更
に
 
社
會
の
 
無
事
の
 
爲
 
め
に
 
犬
馬
の
 
勞
を
盡
 
す
 
こ
と
に
な
る
の
 
だ
。
 
お
前
に
 
云
っ
て
 
聞
か
 

す
が
、
 
さ
う
 
云
 ふ
の
 
を
 本
當
に
 
犬
馬
の
 
勞
と
云
 
ふ
の
 
だ
。
 

こ
ん
な
 
事
 を
し
て
 
お
前
が
 
外
部
の
 
壓
 迫
の
 
下
に
 
心
に
 
も
な
い
 
生
活
 
を
し
て
 
居
る
 
中
に
、
 
い
つ
し
か
 
お
前
 
は
 私
 を
 出
し
 
拔
 
い
て
、
 
飛
 

ん
 
で
も
な
い
 
聖
人
 
君
子
に
 
な
り
 
了
せ
 
て
し
 
ま
ふ
の
 
だ
。
 
お
前
 
は
 人
で
 
は
な
く
な
 
つ
て
 
専
門
家
に
 
な
っ
て
 
し
ま
 
ふ
。
 
專
門
 
家
と
 
云
 
ふ
と
 

大
變
 
立
派
に
 
聞
こ
え
る
 
が
、
 人
と
 
云
 ふ
 背
景
の
 
添
 は
な
い
 
專
門
 
家
と
 
は
 片
輪
 
者
の
 
別
名
で
 
あ
り
、
 
機
械
に
 
つ
け
る
 
譚
名
 
で
あ
る
 
事
 を
 
知
 

ら
 
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
專
門
 
家
は
舉
 
問
に
 
の
み
 
限
っ
た
 
譯
 で
は
な
い
。
 
自
分
の
 
內
 部
と
 
は
 何
等
 
有
機
的
な
 
關
係
 
が
な
 
く
っ
て
も
 
い
 
\、 

當
 

面
の
 
社
會
に
 
善
良
ら
 
し
く
 
見
え
る
 
事
 を
 
す
れ
ば
 
い
 
X 
と
 
云
 ふ
や
り
 
か
た
 
を
す
 
る
 
人
 
は
 善
行
の
 
専
門
家
で
あ
っ
て
、
 

言
 
ひ
か
 
へ
 て
 見
^
 

ば
 善
行
 
を
 刻
み
出
す
 
機
械
と
 
云
 ふ
 事
が
 
出
来
る
。
 

お
前
に
 
云
っ
て
 
聞
か
す
、
 
お
前
が
 
さ
う
 
云
 
ふ
 事
 を
し
て
 
居
る
 
以
上
 
は
お
 
前
 は
 偽
善
者
 
だ
。
 
ダ
ン
テ
が
 

r
 聖
劇
」
 
中
に
 
鉛
の
 
衣
 を
 頭
 



か
ら
 
引
つ
 
か
ぶ
せ
て
 
地
獄
の
 
ど
ん
底
に
 
陷
れ
た
 
そ
の
 
僞
善
者
 
だ
。
 
お
前
 
も
 
偽
善
者
と
 
云
 
ふ
 名
 は
 恥
ぢ
る
 
だ
ら
 
う
。
 

恥
ぢ
 

る
な
ら
 

お
前
 

は
さ
，
 

ぅ
輕
 

は
す
み
 

な
 

先
き
 

走
り
ば
 

か
り
 

を
し
て
 

居
る
な
。
 

外
部
ば
 

か
り
：
^
 

て
^
す
に
 

此
方
 

を
^
け
、
 

而
 

し
て
 

玆
 

に
お
 
前
の
 
魂
な
る
 
私
が
 
居
る
 
事
 を
 思
 
ひ
 出
せ
。
 

お
前
が
 

見
る
 

通
り
に
 

私
 

は
 

プ
ラ
ト
 

ー 
の
 

理
想
の
 

や
う
に
 

崇
高
な
 

も
の
で
 

は
な
い
、
 

又
ボ
 

ー 
口 

の
 

神
の
 

や
う
に
^
 

嚴
な
 

も
の
で
 

は
な
 

い
、
 

ソ
 

ク
ラ
 

テ
 

ス
 

の
 

良
心
、
 

孔
子
の
 

道
德
の
 

や
う
に
 

森
厳
な
 

も
の
で
 

も
な
い
 

が
、
 

私
 

は
お
 

前
に
 

だ
け
 

は
ト
 

分
な
^
 

高
と
^
^
と
 

を
冇
し
 

て
 

居
る
。
 

私
 

は
 

肉
 

慾
 

を
 

遂
行
す
 

る
 

事
 

も
な
け
れ
ば
 

又
 

靈
界
を
 

飛
び
 

廻
る
 

事
 

も
な
い
、
 

キ
ヤ
 

リ 
バ
ン
で
 

も
な
け
れ
ば
、
 

H 
イ
リ
ヤ
 

ル
で
 

も
な
い
。
 

私
の
 

命
す
 

る
 

事
 

は
、
 

肉
 

慾
の
 

遂
行
と
 

同
じ
 

形
 

を
 

取
つ
 

て
 

も
 

肉
 

慾
の
 

遂
行
で
 

は
な
く
、
 

祌
聖
 

な
る
 

行
 

爲
と
问
 

じ
 

姿
に
 

顯
 

は
れ
て
 

も
 

所
謂
 

神
聖
な
る
 

行
爲
 

で
は
な
い
。
 

私
に
 

あ
っ
て
 

は
靈
 

肉
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

區
別
は
 

全
く
 

無
益
で
 

あ
る
。
 

又
 

善
 

惡
と
云
 

ふ
や
う
な
 

お
^
 

は
 

全
く
 

不
可
能
で
 

あ
る
、
 

私
 

は
 

凡
て
の
 

活
動
に
 

於
て
 

生
長
す
 

る
 

計
り
で
 

あ
る
。
 

私
の
 

生
長
 

は
お
 

前
が
 

忍
 

ふ
 

ほ
ど
^
 

速
な
 

も
の
で
 

は
た
 

い。 私 は 人の 足跡の
 

ない 荒 地 を 進む の だ。 從 つて 私の 一歩 は 凡ての
 

考察 を經た
 

一歩で
 

なけれ
ば 

ならな
い。 

で、 

想
 

家
な
る
 

お
前
、
 

理
想
と
 

云
 

ふ
 

疾
病
に
 

浮
か
さ
れ
て
 

居
る
 

お
前
 

は
、
 

私
の
 

歩
み
方
 

を
 

も
ど
か
し
 

が
っ
て
，
 

^
ロ
^
に
 

も
 

先
き
 

走
り
 

を
 

し
ょ
う
と
 

す
る
 

の
 

だ
 

D 
お
前
 

は
 

私
よ
り
も
 

早
く
 

走
る
 

が
、
 

畢
竟
お
 

そ
く
 

走
る
 

の
 

だ
。
 

何
故
と
 

云
 

へ
ば
お
 

前
が
 

私
 

を
 

だ
し
ぬ
い
て
 

外
^
"
 

刺
戟
で
 

走
り
ぬ
 

い
て
 

何
處
 

か
に
 

行
き
つ
 

い
た
と
 

し
て
も
、
 

そ
の
 

時
 

は
お
 

前
 

は
 

一
個
の
 

人
で
 

な
く
な
っ
て
 

居
る
 

か
ら
だ
。
 

お
前
-
:
:
:
^
.
：
 

影
 は
だ
ん
-
 
(
«
 
薄
く
な
 
つ
て
、
 
そ
の
 
薄
く
な
 
つ
た
 
所
が
 
聖
人
 
君
子
の
 
ぼ
ろ
 
切
れ
で
 
つ
ぎ
は
ぎ
 
に
な
っ
て
 
居
る
 
か
ら
だ
。
 

で
、
 
お
前
が
 

そ
れ
に
 

氣
が
 

つ
い
た
ら
 

又
す
 

ご
.
 

/(
\ 

と
 

私
の
 

處
 

ま
で
 

逆
戾
 

り
す
る
 

よ
り
 

仕
方
が
な
 

い
の
 

だ
。
 

だ
か
ら
お
 
前
 は
^
の
 
全
 支
配
の
 
下
に
 
居
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
お
前
 
は
 
私
に
 
抱
擁
 
せ
ら
れ
て
 
歩
い
て
 
行
か
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
だ
か
ら
^
 

1
 間
に
 
於
け
 
る
 私
 は
 そ
の
 
瞬
 問
に
 
於
け
 
る
お
 
前
の
 
全
權
を
 
握
っ
て
 
居
る
 
も
の
 
だ
、
 
お
前
 
は
 甘
ん
じ
て
 
私
に
 
從
 は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
、
 

-, つ \
 

ら
私
 

ほ
ど
お
 

前
に
 

取
っ
て
 

完
全
な
 

も
の
 

は
な
い
 

の
 

だ
、
 

叉
 

私
 

ほ
ど
お
 

前
の
 

#
 

在
の
 

源
と
 

な
り
 

礎
と
 

な
る
 

も
の
 

は
な
い
 

の
 

だ
。
 

內
部
 

生
活
の
 

現
象
.
 
 

二
 

1 
九
 



有
 
島
武
郎
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
ニ
 
〇
 

なげう 

魂
に
 
立
ち
 
歸
れ
。
 
お
前
の
 
今
ま
で
の
 
名
譽
と
 
功
績
と
 
誇
り
と
 
を
擲
 
つ
て
 
魂
に
 
立
ち
 
歸
れ
。
 
お
前
 
は
 生
れ
る
 
と
か
ら
 
外
部
に
 
接
蠲
し
 

た
。
 
私
 を
 出
し
ぬ
 
い
て
 
先
き
 
走
り
す
 
る
の
 
も
 
無
理
 
は
な
い
。
 
お
前
の
 
倫
理
の
 
敎
師
は
 
私
に
 
大
分
 
近
寄
っ
た
 
所
に
 
あ
る
 
良
心
と
 
云
 
ふ
 も
 

の
 を
 
指
し
て
、
 
凡
て
 
の
 行
爲
ゃ
 
思
想
 
を
 良
心
に
 
よ
っ
て
 
判
斷
 
し
ろ
と
 
敎
 
へ
 て
 置
き
な
が
ら
、
 
他
方
に
 
は
 力
 を
 極
め
て
、
 
國
 家
に
 
對
 す
る
 

義
務
、
 
社
 會
に
對
 
す
る
 
責
任
、
 
父
母
に
 
對
 す
る
 
報
恩
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
事
を
敎
 
へ
た
ら
 
う
。
 
而
 し
て
お
 
前
 
Q
 敎
 
へ
ら
れ
た
 
義
務
 
や
 責
任
 
や
 

の
內
容
 
は
、
 
永
年
 
か
-
つ
て
 
形
式
的
に
 
研
究
さ
れ
 
た
ぐ
け
 
あ
っ
て
、
 
良
心
 
を
 
用
ゐ
る
 
暇
の
 
な
い
 
程
に
 
完
全
で
 
煩
瑣
な
 
も
の
で
あ
る
 
事
 

を
發
 
見
し
た
ら
 
う
。
 
而
 し
て
お
 
前
 は
、
 
私
に
 
相
談
 
も
せ
す
 
に
、
 愛
の
 
な
い
 
處
に
 
愛
の
 
籠
っ
た
 
や
う
な
 
行
 
ひ
 を
し
た
り
、
 
惡
 し
み
 
を
 
心
の
 

中
に
 
燃
し
な
が
ら
 
寬
大
 
ら
し
い
 
事
 を
 云
っ
た
り
 
し
た
ら
 
う
。
 
そ
ん
な
 
事
 を
す
 
る
爲
 
め
に
 
起
る
 

一
 種
の
 
不
愦
 
快
な
 
感
じ
 
を
お
 
前
 は
 努
力
 

に
 伴
 ふ
べ
き
 
自
ら
の
 
感
じ
 
だ
と
 
思
 
ひ
な
 
さ
う
 
と
し
た
ら
 
う
。
 
そ
ん
な
 
風
に
 
し
て
お
 
前
 は
 私
 を
 
だ
し
ぬ
く
 
の
 を
 努
力
 
だ
と
 
思
っ
た
。
 

お
 

前
の
 
感
情
 
を
 訓
練
す
 
る
の
 
だ
と
 
思
っ
た
。
 
私
 は
お
 
前
の
 
見
え
透
い
た
 
お
べ
ん
ち
ゃ
ら
 
を
 
見
せ
つ
 
け
ら
れ
て
 
幾
度
 
恥
 か
し
 
さ
に
 
面
 を
菘
 

う
た
か
 
知
っ
て
 
居
る
 
か
。
 
お
前
が
 
そ
ん
な
 
風
な
、
 
私
と
 
無
 交
 涉
な
事
 
を
し
て
 
居
る
 
間
 は
 山
 
ほ
ど
 
そ
れ
 
を
し
た
 
と
て
も
、
 
お
前
の
 
魂
な
 

* 
る
 私
 は
 
一
 分
の
 
生
長
 
も
す
 
る
 事
が
 
出
来
す
 
に
ぢ
 
つ
と
 
し
て
 
居
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 

の
 だ
。
 
而
 し
て
お
 
前
が
 
そ
ん
な
 
態
度
 
を
糗
 
け
れ
ば
 

繽
 け
る
 
ほ
ど
、
 
社
會
は
 
生
命
の
 
な
い
 
生
活
の
 
殘
 り
 
屑
 を
 
積
み
上
げ
ら
れ
る
 
事
に
 
な
っ
て
、
 
滯
 
つ
た
 
無
事
に
 
沈
ん
で
 
行
く
 
の
 だ
。
 

お
前
 
も
 
】
 度
 は
 信
仰
の
 
門
 を
 潜
っ
た
 
事
が
 
あ
っ
た
ら
う
。
 
人
並
の
 
事
 を
し
 
な
け
れ
ば
 
人
間
の
 
仲
間
入
り
が
 
出
来
ぬ
 
や
う
に
 
思
っ
て
 

居
た
 
お
前
 
は
、
 
人
の
 
す
な
る
 
信
仰
生
活
と
 
云
 
ふ
 も
の
に
 
も
 
手
 を
 出
し
た
 
の
 だ
。
 
お
前
が
 
知
っ
て
 
る
 
通
り
 
私
 は
 —
—
 
お
前
の
 
魂
な
る
 
私
 

は
渴
仰
 
的
と
 
云
 
ふ
 點
卽
ち
 
生
長
 
を
 望
ん
で
 
居
る
 
と
 
云
ふ
點
 
で
宗
敎
 
的
で
 
あ
る
。
 
然
し
 
私
 は
お
 
前
の
 
や
う
な
 
お
っ
ち
ょ
こ
ち
ょ
い
 
で
は
 

な
い
 
害
 だ
。
 
お
前
 
は
 私
に
 
相
談
 
も
せ
す
 
に
 I
 
相
談
せ
 
す
に
 
と
 
云
っ
た
ら
 
少
し
 
語
弊
が
 
あ
る
か
 
も
 
知
れ
な
い
 
が
 I
I
 
お
前
 
は
 私
に
 

一
 

寸
 
い
-
加
減
な
 
事
 を
 
云
 
ひ
 置
い
て
、
 
直
ぐ
に
 
友
達
と
 
聖
書
と
 
敎
會
 
と
に
 
走
っ
て
 
行
っ
た
。
 
私
 は
 
ひ
や
 
（
-
 
し
な
が
ら
お
 
前
 を
 見
守
つ
 

て
 居
っ
た
 
の
 だ
。
 
お
前
 
は
 例
の
 
如
く
 
努
力
 
を
 始
め
た
 
I
I
 
お
前
の
 
努
力
の
 
感
じ
と
 
云
 
ふ
の
 
は
 何
時
で
も
 
柄
に
 
も
な
い
 
飛
び
 
上
り
 
を
し
 



た
 

其
の
 

際
に
 

殘
る
 

苦
い
 

味
 

を
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

お
前
 

は
 

一
方
に
 

非
常
な
 

崇
高
な
 

信
仰
 

を
吿
 

白
し
て
 

居
な
が
ら
、
 

盜
み
 

も
し
、
 

奸
姹
 

も
し
、
 

人
殺
し
 

も
し
、
 

佯
 

り
の
 

祈
禱
を
 

も
し
、
 

佯
 

り
に
 

祌
を
 

あ
が
め
た
 

で
は
な
い
 

か
。
 

お
前
の
 

行
 

ひ
が
 

疚
し
く
な
 

る
と
、
 

「
人
の
 

義
 

と
せ
ら
 

る
 

る
 

は
 

信
仰
に
 

よ
り
て
 

律
法
の
 

行
 

ひ
に
 

由
ら
 

す
」
 

と
 

云
っ
て
、
 

乞
食
の
 

様
に
 

神
な
る
 

も
の
に
 

な
さ
け
 

を
 

乞
う
た
 

で
は
な
い
 

か
。
 

又
お
 

お
 

の
 

信
仰
に
 

あ
や
し
い
 

處
 

が
出
來
 

る
と
 

、
「
主
よ
、
 

主
よ
 

と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

悉
く
 

天
國
に
 

入
る
 

に
あ
ら
 

す
 

、
我
！
 

K
 

に
在
す
 

父
の
 

ぼ
に
^
 

ふ
 

も
の
、
 

み
な
り
」
 

と
 

云
っ
て
 

自
己
 

を
 

辯
 

護
し
た
 

で
は
な
い
 

か
。
 

お
前
の
 

神
と
 

稱
 

し
て
 

居
た
 

も
の
 

は
畢
竞
 

す
る
 

に
、
 

極
く
 

か
す
か
な
 

私
の
 

幻
影
 

で
は
な
か
っ
た
 

か
。
 

ボ
ル
 

テ
 

ー 
ル
の
 

云
っ
た
、
 

「
神
人
 

を
 

作
れ
る
 

に
あ
ら
 

す
、
 

人
祌
を
 

創
れ
 

る
な
 

り
」
 

と
の
 

句
 

は
、
 

し
っ
か
り
と
 

お
前
 

の
 

信
仰
の
 

狀
態
 

に
あ
て
 

は
ま
っ
た
 

も
の
だ
っ
た
 

の
 

だ
。
 

お
前
 

は
 

私
 

を
 

だ
し
ぬ
い
て
 

宗
教
に
 

走
っ
て
 

置
き
な
が
ら
、
 

そ
の
 

對
 

象
な
る
 

祌
 

を
 

私
の
 

姿
に
 

な
ぞ
ら
へ
 

て
 

作
っ
て
 

居
た
 

の
 

だ
。
 

卽
ち
 

お
前
 

は
 

敎
師
ゃ
 

聖
書
か
ら
 

敎
 

へ
ら
れ
た
 

神
と
 

云
ふ
觀
 

念
か
ら
、
 

お
^
の
 

现
 

解
の
 

出
来
る
だ
け
 

を
 

切
り
取
っ
て
 

そ
れ
 

を
祌
 

と
し
て
 

居
た
 

の
 

だ
。
 

だ
か
ら
お
 

前
が
 

神
 

を
 

信
す
 

る
と
 

云
 

ふ
 

事
を
廣
 

言
し
て
 

か
ら
で
 

も
、
 

お
前
 

*;た 

の
 

生
活
 

は
實
 

質
に
 

於
て
 

何
等
の
 

相
異
 

を
も
來
 

さ
な
か
つ
 

た
の
 

だ
。
 

若
し
 

相
異
 

が
出
來
 

た
と
 

し
た
ら
、
 

そ
れ
 

は
赏
 

に
^
^
 

的
な
 

S
 

で
あ
 

つ
て
、
 

神
が
 

お
前
の
 

中
に
 

住
ん
で
 

居
る
 

の
 

を
經
驗
 

し
た
 

事
 

な
ぞ
 

は
 

無
か
っ
た
 

ら
う
。
 

お
前
が
 

祌
を
 

意
識
す
 

る
 

時
 

は
 

何
時
で
も
お
 

前
の
 

方
か
ら
 

お
前
の
 

頭
 

を
 

働
か
し
て
 

意
識
し
て
 

居
た
 

—
—
 

卽
ち
 

お
前
の
 

表
面
的
な
 

頭
の
 

働
き
で
 

神
 

を
 

製
造
し
て
：
 

^
た
の
 

だ
。
 

而
 

し
て
お
 

前
 

は
 

上
か
ら
の
 

力
 

を
 

受
け
て
，
 

お
前
が
 

お
前
 

自
身
の
で
 

は
な
い
 

生
命
に
 

甦
っ
た
 

經
驗
 

な
ぞ
 

は
 

持
っ
て
^
な
 

い
の
 

だ
。
 

そ
れ
 

だ
か
ら
お
 

前
 

の
 

祈
り
 

は
 

空
に
 

向
っ
て
 

投
げ
上
げ
ら
れ
た
 

石
の
 

や
う
に
、
 

冷
た
く
 

力
な
く
 

再
び
お
 

前
の
 

上
に
^
 

ち
て
 

來
る
 

ば
か
り
だ
っ
た
。
 

そ
れ
に
 

も
 

係
 

は
ら
す
 

お
前
 

は
 

切
羽
つ
 

ま
る
ま
で
 

お
前
 

自
身
 

を
 

あ
ざ
む
い
て
 

居
た
。
 

而
 

し
て
お
 

前
 

d
 

身
 

を
 

あ
ざ
む
く
 

^
に
よ
っ
て
 

他
人
 

を
 

も
 

あ
 

ざ
む
 

い
て
 

居
た
。
 

お
前
 

は
 

相
當
の
 

信
仰
に
 

生
き
る
、
 

叉
 

信
仰
に
 

よ
っ
て
 

生
活
 

を
 

導
い
て
 

居
る
 

一
人
の
 

と
し
て
 

取
り
扱
 

は
れ
た
。
 

お
 

S
 

は
 

そ
れ
 

を
竊
に
 

得
意
に
 

し
て
 

居
た
 

時
 

す
ら
あ
っ
た
 

で
は
な
い
 

か
。
 

お
前
 

は
實
に
 

卑
劣
な
 

人
 

^
 

だ
っ
た
。
 

そ
れ
で
も
お
 

前
に
 

ま
だ
 

い
く
ら
か
の
 

誠
 

實
が
殘
 

つ
て
 

居
た
 

の
 

は
 

何
た
る
 

幸
で
あ
っ
た
 

ら
う
。
 

お
前
に
 

も
 

空
^
な
^
 

活
の
 

S
 

々
し
さ
 

内
部
生
活
の
 

現
象
 
 

ニ
ニ
 
 

I 



有
 

岛
武
郞
 

仝
 

集
 

^
五
 
卷
 
 

ニ
ニ
 

二
 

が
 

感
ぜ
ら
れ
る
 

時
が
 

來
 

た
の
 

だ
 

*
而
 

し
て
お
 

前
 

は
 

絡
え
 

て
 

久
し
く
 

捨
て
 

k 
置
い
た
 

私
の
 

方
に
 

顏
を
 

向
け
た
 

の
だ
っ
た
 

U 
お
前
 

は
 

今
お
 

前
 

の
 

道
德
的
 

行
爲
の
 

大
部
分
が
 

虚
偽
で
あ
っ
た
 

事
 

を
 

認
め
、
 

又
お
 

前
 

は
 

眞
實
の
 

意
味
で
の
 

祈
禱
を
 

一
 

度
 

も
爲
し
 

得
ぬ
 

人
間
で
 

あ
る
 

事
 

を
 

わき
め 

吿
 

白
し
た
。
 

こ
れ
か
ら
 

お
前
 

は
 

傍
目
 

も
 

ふ
ら
す
 

お
前
の
 

魂
に
 

突
 

貰
し
て
 

行
か
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

お
前
の
 

魂
の
 

泉
か
ら
 

命
 

を
く
 

み
 

いし
す 

る! 

その 礎の 上 に 新し い お 前 を 築かねば ならぬ。 

お
前
の
 

魂
な
る
 

私
 

は
こ
れ
 

か
ら
お
 

前
に
、
 

私
に
 

卽
 

し
て
 

行
く
べ
き
 

道
の
 

如
何
な
る
 

も
の
で
 

あ
る
か
 

を
說
 

か
う
。
 

先
づ
 

何
よ
り
 

先
き
 

に
 

私
が
 

お
前
に
 

要
求
す
 

る
 

事
 

は
、
 

お
前
が
 

凡
て
 

の
 

外
部
の
 

標
準
か
ら
 

服
 

を
 

退
け
て
 

私
に
 

還
っ
て
 

來
 

る
べ
き
 

事
 

だ
"
 

恐
ら
く
 

は
 

そ
れ
が
 

お
前
に
 

は
賴
 

り
な
げ
 

に
 

見
え
る
 

で
あ
ら
う
。
 

外
部
の
 

標
準
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
 

古
い
 

人
類
の
 

歷
史
 

—
—
 

そ
の
 

中
に
は
 

凡
 

て
の
 

偉
人
と
 

凡
て
 

の
 

聖
人
 

を
 

含
み
、
 

凡
て
 

の
哲
學
 

と
 

凡
て
 

の
 

科
學
、
 

凡
て
 

の
 

文
明
と
 

凡
て
 

の
 

進
歩
と
 

を
蓄
 

へ
 

た
 

人
類
の
 

歷
史
 

で
あ
る
。
 

そ
れ
か
ら
 

お
前
が
 

全
く
 

眼
 

を
 

退
け
て
 

私
 

だ
け
に
 

注
意
す
 

る
と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
た
よ
り
 

な
げ
に
 

も
 

心
細
く
 

も
 

見
え
る
 

事
で
 

あ
ら
う
。
 

然
し
 

私
 

は
お
 

前
に
 

云
 

ふ
。
 

躊
躇
す
 

る
な
、
 

お
前
が
 

外
界
に
 

向
つ
 

て
 

廣
げ
て
 

居
た
 

細
 

根
 

を
 

凡
て
 

拔
き
 

取
っ
て
、
 

先
き
 

を
 

揃
 

へ
 

て
 

私
の
 

中
に
 

這
 

入
，
 

リ 

こ
め
と
。
 

私
卽
 

ち
お
 

前
の
 

魂
 

は
 

多
く
の
 

人
の
 

魂
に
 

比
べ
て
 

昆
 

た
ら
、
 

卑
し
く
 

劣
っ
た
 

も
の
で
 

あ
ら
う
 

け
れ
ど
も
、
 

お
前
に
 

取
っ
て
 

こ 

の
 

外
に
 

完
全
な
 

も
の
 

は
な
い
 

の
 

だ
、
 

縱
令
 

お
前
が
 

釋
迦
の
 

魂
に
 

お
前
の
 

根
 

を
 

張
っ
た
 

と
て
、
 

そ
れ
 

は
 

全
く
 

無
意
味
な
 

事
に
 

終
る
 

ば
か
 

り
 

だ
。
 

何
よ
り
も
 

先
づ
 

お
前
 

は
 

全
心
 

全
靈
 

ケ
擧
げ
 

て
お
 

前
の
 

魂
に
 

歸
 

つ
て
 

来
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

偖
て
 

魂
に
 

還
っ
た
 

お
前
 

は
 

そ
れ
 

を
 

切
り
 

こ
ま
ざ
い
て
 

は
な
ら
ぬ
。
 

お
前
が
 

外
界
 

を
考
 

へ
て
 

居
た
 

時
の
 

や
う
に
、
 

善
惡
 

正
邪
と
 

云
 

ふ
 

や
う
な
 

一 
一
元
的
の
 

見
方
で
 

强
 

ひ
て
 

魂
 

を
 

見
よ
う
と
 

し
て
 

は
な
ら
ぬ
。
 

魂
の
 

全
 

要
求
、
 

魂
の
 

全
 

命
令
に
 

謹
ん
で
 

耳
 

を
 

傾
け
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

Q 

お
前
が
 

魂
の
 

全
耍
 

求
に
 

應
 

す
る
な
ら
 

そ
の
 

時
 

魂
 

は
 

生
長
 

を
 

遂
げ
る
。
 

お
前
が
 

私
に
 

從
 

つ
た
 

爲
 

め
に
 

結
果
し
た
 

思
想
な
 

り
、
 

行
爲
な
 

り
、
 

言
論
な
 

り
が
、
 

假
 

り
に
 

外
界
の
 

傳
說
、
 

習
 

©
、
 

敎
訓
 

と
、
 

衝
突
 

矛
盾
 

を
 

起
す
 

や
う
な
 

事
が
 

あ
ら
う
 

と
も
、
 

お
前
 

は
 

決
し
て
 

心
 

を
亂
し
 

て
 

私
 

を
 

疑
 

ふ
や
う
な
 

事
 

を
し
て
 

は
な
ら
ぬ
。
 

急
が
す
 

た
め
ら
 

は
す
お
 

前
 

は
お
 

前
の
 

魂
の
 

生
長
 

を
 

心
 

懸
け
る
 

が
い
 

&
。
 

然
し
 

こ
 

\ 
で
 

私
 



は
く
れ
^
 
\- 
も
お
 
前
に
 
注
意
す
 
る
が
、
 
お
前
が
 
今
ま
で
 
外
面
 
的
な
 
約
束
か
ら
 
馴
致
さ
れ
 
た
 下
劣
な
 
考
へ
 
方
で
、
 
魂
の
 
慟
 き
を
 
解
決
し
 

た
り
 
叻
成
 
し
た
り
し
て
 
は
な
ら
な
い
 

と
 
云
 ふ
 事
 だ
。
 
例
へ
ば
 
魂
の
 
要
求
の
 
結
 架
か
 

一
 見
 肉
に
 
属
す
る
 
欲
念
の
 
遂
行
の
 
や
う
に
 
忍
 は
れ
 

る
 事
が
 
あ
っ
て
も
、
 

そ
れ
 
を
お
 
前
が
 
今
ま
で
 
考
 
へ
て
 
居
た
 
や
う
に
^
 
純
に
 
肉
 慾
の
 
遂
行
と
 
し
て
し
 
ま
っ
て
 
は
な
ら
ぬ
。
 
同
様
に
 
そ
の
 

要
求
が
 
一
見
 
靈
に
屬
 
す
る
 
も
の
 

\ 
様
に
 
思
 は
れ
る
 
事
が
 
あ
っ
て
も
、
 
そ
れ
 
を
 
全
然
 
肉
か
ら
 
離
し
て
 
考
へ
 
る
と
 
云
 
ふ
^
は
、
 
魂
の
.
^
^
 

に
 背
い
た
 
考
へ
方
 
だ
。
 
私
共
の
 
肉
と
 
靈
と
は
 
或
る
 
倫
理
 
擧
者
 
ゃ
宗
敎
 
家
が
 
傳
習
 
的
に
 
考
 
へ
て
 
居
る
 
や
う
に
 
物
の
 
二
 極
端
 
を
^
 
は
し
て
 

居
る
 
も
の
で
 
な
 
い
の
は
 
勿
論
、
 
普
通
の
 
人
間
が
 
思
っ
て
 
居
る
 
よ
り
も
 
更
に
 
密
接
な
 
も
の
で
あ
る
 
亊
を
私
 
は
 知
っ
て
 
お
る
 
の
 だ
。
 
私
卽
 

ち
お
 
前
の
 
魂
の
 
望
む
 
所
 は
、
 
お
前
が
 
私
の
 
要
求
 
を
 外
部
の
 
標
準
に
 
よ
っ
て
 
支
離
滅
裂
に
 
す
る
 
事
な
 
く
、
 
そ
の
 
全
體
に
 
於
て
 
受
け
入
れ
 

て
、
 
出
來
 
得
る
 
限
り
の
 
滿
 足
を
與
 
へ
て
 
吳
れ
る
 
事
 だ
。
 
こ
れ
 
だ
け
の
 
用
意
が
 
お
前
に
 
整
っ
た
ら
、
 
も
う
お
 
前
 は
 何
の
^
 
路
を
も
 
必
^
 

と
し
な
い
。
 
魂
の
 
誇
り
が
 
な
る
 
時
、
 
誇
り
が
 
と
な
り
、
 
魂
の
 
謙
遜
な
る
 
時
，
 
謙
遜
と
 
な
り
、
 
魂
の
 
愛
す
る
 
時
 愛
し
、
 
魂
の
^
 
む
^
^
 

み
、
 
魂
の
 
欲
す
る
 
所
 を
 
欲
し
、
 
魂
の
 
厭
 
ふ
 所
 を
 厭
へ
ば
 
い
 
V 
の
で
 
あ
る
。
 

う
ぶ
ぎ
 
 

, 

か
く
し
て
 
始
め
て
 
お
前
 
は
 自
分
に
 
立
ち
 
還
る
 
事
が
 
出
来
た
 
の
 だ
。
 
生
れ
て
 
生
 着
 を
 着
せ
ら
れ
る
 
と
共
に
 
加
 
へ
ら
れ
た
 
外
部
の
 
ぼ
 迫
 

,
 
 

は 

か
ら
、
 
お
前
 
は
今
甫
 
め
て
 
自
.
 H
 に
な
り
 
得
た
 
の
で
 
あ
る
。
 
今
ま
で
お
 
前
が
 
自
分
 
を
 或
る
 
外
部
 
の
^
に
 
篏
 め
る
 
必
要
 
力
ら
 
强
 
む
て
 
イ
リ
 

の
 も
の
と
 
見
做
し
て
 
切
り
捨
て
た
 
お
前
の
 
部
分
 
は
、
 
本
 當
の
價
 
値
 を
囘
復
 
し
て
、
 
お
前
に
 
必
要
な
 
も
の
と
 
な
っ
た
。
 
お
前
の
 
凡
て
 
の
 枝
 

は
 等
し
く
 
日
光
に
 
向
っ
て
 
若
芽
 
を
 
吹
く
べ
き
 
運
命
に
 
達
し
 
得
た
 
の
 だ
。
 
お
前
 
は
こ
の
 
時
 永
遠
の
 
肯
定
 

Everlasting  Y
e
a
 
に
：
^
 く
 
つ
 た
 

の
 だ
。
 

お
前
の
 
實
 生
活
に
 
も
 
そ
の
 
影
響
が
 
全
く
 
無
し
で
 
居
る
 
譯
 は
な
い
。
 
こ
れ
か
ら
の
 
お
前
 
は
 
必
要
 
は
感
 
す
る
 
だ
ら
 
う
が
 
無
 

は
は
 
感
 

じ
な
い
。
 
お
前
の
 
魂
が
 
ど
ん
く
 
生
長
し
て
 
お
前
 
を
 打
ち
破
っ
て
 
更
に
 
新
し
い
 
お
前
 
を
 造
り
 
出
す
 
ま
で
、
 
お
前
 
は
 外
部
の
 
摩
：
^
 
に
お
 

し
て
 
無
理
算
段
 
を
し
て
 
ま
で
 
も
 態
度
 
を
 
か
へ
 
る
耍
を
 
見
な
く
な
る
。
 
例
へ
ば
 
お
前
が
 
外
部
に
 
卽
 
し
た
 
生
活
 
を
し
て
 
W
 た
 時
、
 
お
^
は
 

內
部
 
生
活
の
 
現
象
 
 

ニ
ニ
 
三
 



有
岛
武
 

郞
仝
蕖
 

笫
五
卷
 
 

ニ
ニ
 

四
 

控
へ
 

目
と
 

云
 

ふ
 

道
 

德
を
實
 

行
し
て
 

居
た
。
 

お
前
 

は
 

心
に
 

も
な
 

く
 

善
 

を
し
 

過
ご
す
 

事
 

を
 

恐
れ
て
 

控
へ
 

目
に
 

善
行
 

を
し
て
 

居
た
ら
 

う
。
 

然
 

る
に
 

お
前
 

は
缺
點
 

を
隱
す
 

事
に
 

於
て
 

は
 

中
々
 

控
へ
 

目
に
 

は
隱
 

し
て
 

居
な
か
っ
た
。
 

寧
ろ
 

恐
ろ
し
い
 

程
大
膽
 

に
お
 

前
は
缺
 

點
を
隱
 

く
し
 

て
 

居
た
 

で
は
な
い
 

か
。
 

お
前
 

は
 

人
の
 

前
で
 

は
、
 

竊
に
 

自
信
し
て
 

居
る
 

よ
り
も
 

低
く
 

自
分
の
 

德
を
 

披
露
し
て
、
 

控
へ
 

目
と
 

云
 

ふ
 

愨
義
性
 

を
 

滿
 

足
さ
せ
て
 

居
な
が
ら
、
 

實
 

際
の
 

欲
望
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

缺
點
は
 

中
々
 

一
寸
 

は
 

見
つ
か
ら
な
い
 

程
大
瞻
 

に
か
く
し
 

お
 

ほ
せ
て
 

居
た
 

で
は
 

な
い
か
。
 

そ
れ
 

を
 

私
 

は
 

無
理
算
段
と
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

然
し
 

私
に
 

卽
 

し
た
 

生
活
で
 

は
こ
ん
 

な
 

無
理
算
段
 

は
い
ら
な
い
 

事
 

だ
。
 

如
何
な
る
 

欲
 

望
 

も
 

畢
竟
お
 

前
の
 

魂
の
 

生
長
の
 

糧
 

と
な
る
べ
き
 

も
の
で
あ
っ
て
 

見
れ
ば
、
 

お
前
 

は
內
 

容
に
對
 

し
て
 

統
一
 

し
た
 

取
り
扱
 

ひ
が
 

出
來
 

る
の
 

だ
。
 

卽
ち
 

お
前
 

は
 

私
の
 

生
長
の
 

必
要
の
 

爲
 

め
に
 

の
み
 

變
 

化
す
る
 

の
で
、
 

外
部
の
 

顔
面
か
ら
 

延
ば
し
た
り
 

縮
め
た
り
 

す
る
 

必
要
 

は
絕
對
 

的
 
に
な
い
の
 
だ
。
 

又
お
 

前
 

は
 

前
に
 

も
 

云
っ
た
 

専
門
 

象
に
 

な
っ
た
 

ビ 
け
で
 

は
滿
 

足
が
出
 

來
 

な
く
な
る
。
 

自
分
 

は
 

到
る
 

處
 

自
分
の
 

主
で
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
 

ぬ
、
 

然
る
に
 

專
門
 

家
に
な
る
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

自
分
 

を
實
 

生
活
の
 

或
る
 

一
部
 

門
に
 

寶
り
 

渡
す
 

事
で
 

あ
る
、
 

外
部
の
 

要
求
の
 

奴
隸
 

と
な
る
 

審
 

で
あ
る
-
 

完
全
な
 

人
間
，
 

侗
 

性
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

\
は
 

つ
き
り
 

纏
ま
っ
た
 

人
間
と
 

な
り
た
い
 

と
 

思
 

は
な
い
 

者
が
 

何
處
 

に
あ
る
 

だ
ら
 

う
。
 

然
 

る
に
 

お
前
 

は
よ
 

く
こ
の
 

第
一
 

の
 

要
求
 

を
 

忘
れ
て
 

し
ま
っ
て
、
 

外
聞
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

く
だ
ら
な
い
 

誘
惑
 

や
、
 

も
 

少
し
 

進
ん
だ
 

處
 

で
社
會
 

一
般
の
 

進
歩
 

を
 

促
し
 

進
め
る
 

と
 

云
 

ふ
や
う
な
、
 

柄
に
 

も
な
い
 

非
望
に
 

驅
ら
れ
 

て
、
 

お
前
 

は
 

甘
ん
じ
て
 

あ
た
ら
 

一
 

つ
し
 

か
な
い
お
 

前
 

Q
 

全
 

生
命
 

を
 

片
輪
に
 

し
て
し
 

ま
ひ
た
 

が
る
の
 

だ
。
 

然
し
な
が
ら
 

私
の
 

處
に
 

還
っ
て
 

來
た
 

お
前
 

は
そ
ん
な
 

危
險
 

か
ら
 

は
 

遠
ざ
か
り
 

得
る
 

の
 

だ
。
 

お
前
の
 

手
 

は
、
 

お
前
の
 

頭
 

は
、
 

お
前
の
 

職
業
 

は
 

如
何
に
 

分
業
 

的
の
 

事
柄
に
 

亙
っ
て
 

居
よ
う
と
 

も
、
 

お
前
 

は
 

常
に
 

そ
れ
 

を
お
 

前
の
 

魂
な
る
 

私
に
 

繫
 

い
で
 

居
る
 

か
ら
で
 

あ
る
。
 

お
前
 

は
 

大
抵
の
 

分
業
に
 

は
 

統
一
 

性
を
與
 

へ
る
 

事
が
 

出
来
る
。
 

し
か
の
 

み
な
ら
す
 

若
し
お
 

前
 

の
し
て
 

ゐ
る
 

仕
事
が
 

到
底
お
 

前
の
 

魂
を
滿
 

足
し
 

得
な
い
 

時
に
は
、
 

お
前
 

は
 

そ
の
 

滿
 

足
の
 

爲
 

め
に
 

仕
事
 

を
 

な
げ
 

捨
て
る
 

事
 

を
 

意
と
 

し
な
 

い
で
 

あ
ら
う
。
 

お
前
の
 

斯
く
 

す
る
 

事
 

は
、
 

無
事
 

を
の
み
 

偏
へ
 

に
 

事
と
 

す
る
 

社
 

會
に
は
 

不
都
合
 

を
來
 

た
す
 

事
が
 

あ
る
か
 

も
 

知
れ
な
い
。
 



叉
 

上
面
 

だ
け
の
 

進
歩
 

を
 

目
 

あ
て
と
 

し
て
 

居
る
 

社
 

會
に
は
 

不
便
 

を
 

起
す
 

事
が
 

あ
る
か
 

も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
お
 

前
 

は
 

そ
れ
 

を
氣
 

に
す
 

る
に
 

は
 

及
ば
な
い
。
 

私
 

は
 

明
か
に
 

知
っ
て
 

居
る
、
 

社
 

會
の
本
 

當
の
耍
 

求
 

は
 

無
事
で
 

も
な
 

く
 

上
面
 

だ
け
の
 

進
歩
で
 

も
な
い
 

お
 

を
。
 

そ
の
 

本
お
 

の
耍
求
 

は
 

人
と
 

同
じ
く
 

生
長
で
 

あ
る
 

事
 

を
。
 

だ
か
ら
お
 

前
 

は
 

安
ん
じ
て
 

確
信
 

を
 

以
て
お
 

前
の
 

逍
を
 

I
S
 

ベ
ば
 

い
、
 

の
 

だ
。
 

耥
^
.
 

と
 

物
 

と
 

を
お
 

互
に
 

切
り
 

は
な
し
た
 

文
明
が
 

ど
れ
 

程
 

長
足
の
進
歩
 

を
し
ょ
う
 

と
も
、
 

あ
だ
な
る
 

的
に
 

射
つ
 

け
た
 

矢
に
 

過
ぎ
な
い
。
 

そ
れ
 

は-
. 

J 

度
、
 

戀
 

愛
と
 

は
 

最
も
 

醜
い
 

肉
 

慾
の
 

遂
行
に
 

人
 

を
 

導
く
 

美
し
く
 

見
え
る
 

夢
に
 

過
ぎ
な
い
 

と
 

信
す
 

る
 

人
の
 

す
る
 

戀
 

の
 

や
う
な
 

も
の
 

だ
。
 

乂
 

戀
 

愛
と
 

は
 

最
も
 

物
慾
か
ら
 

離
れ
た
 

靈
 

性
の
 

交
 

は
り
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

と
 

信
す
 

る
 

人
の
 

す
る
 

戀
の
 

や
う
な
 

も
の
 

だ
。
 

彼
等
.
？
^
 

愛
の
 

世
界
に
 

於
け
 

る
 

専
門
家
 

だ
。
 

そ
の
 

事
業
が
 

魂
の
 

要
求
 

を
 

そ
れ
て
 

空
し
く
 

消
え
る
 

q
 

は
 

當
然
の
 

事
た
。
 

物
の
 

全
體
 

を
-
 

物
の
 

髓
を
ぁ
 

や
ま
た
 

す
 

ひ
っ
つ
か
む
 

剛
健
な
 

氣
象
を
 

失
っ
た
 

病
的
な
 

心
の
 

は
た
ら
き
 

だ
。
 

獸
と
 

人
^
と
 

が
 

M
 

じ
行
爲
 

を
す
 

る
と
 

云
 

ふ
简
ほ
 

な
^
ば
 

に
 

執
着
し
て
 

そ
の
他
 

を
 

忘
れ
た
 

心
 

、
基
督
が
 

生
涯
 

孤
獨
 

で
あ
っ
た
 

と
 

云
 

ふ
 

一
 

つ
の
 

出
來
 

察
に
 

眼
が
 

く
ら
ま
さ
れ
て
、
 

彼
が
^
 

初
に
，
：
：
：
，
 

j
 

を
 

現
 

は
し
た
 

の
 

は
 

カ
ナ
の
 

結
婚
の
 

席
で
 

あ
つ
た
と
 

云
 

ふ
こ
と
 

を
 

忘
れ
た
 

心
、
 

か
う
 

云
 

ふ
 

心
 

を
お
 

前
の
 

魂
な
る
 

私
 

は
 

何
よ
り
も
^
 

む
の
 

だ
。
 

お
前
 

は
 

何
故
 

人
間
の
 

癖
に
 

獸
 

臭
い
 

ま
ね
 

や
 

天
 

使
く
 

さ
い
 

ま
ね
 

を
し
て
 

喜
ん
で
^
る
 

の
 

だ
。
 

そ
れ
 

は
：
^
 

も
不
 

n.
..
.^
::
: 

な
、
 

，：
： 

ふ
に
 

本
當
に
 

觸
れ
て
 

見
な
い
 

遊
戲
 

三
昧
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

だ
。
 

さ
う
 

云
 

ふ
遊
戲
 

三
味
な
 

社
會
が
 

表
面
上
 

ど
れ
 

稃
 

進
歩
し
た
 

と
 

兌
え
 

よ
う
と
 

も
、
 

亦
 

そ
れ
に
お
 

前
が
 

ど
れ
 

程
貢
獻
 

し
た
と
 

し
て
も
、
 

そ
れ
 

は
 

結
局
 

社
會
を
 

そ
の
^
^
の
 

生
長
か
ら
 

妨
げ
 

而
 

し
て
お
 

前
 

の
 

犬
 

死
 

を
將
 

來
す
 

る
に
 

終
る
 

ば
か
り
 

だ
。
 

私
に
 

還
っ
て
 

来
た
お
 

前
 

は
か
う
 

云
 

ふ
 

物
に
 

服
 

も
 

耳
 

も
 

く
れ
す
 

に
お
 

前
の
 

道
を
擇
 

ベ
、
 

而
 

し
て
^
 

門.
：氷
 

と
 

な
り
 

終
せ
 

す
に
 

必
す
 

自
己
 

に
 

主
た
る
 

ベ
 

き
 

人
間
 

全
體
 

と
な
れ
。
 

お
前
 

は
 

又
 

私
に
 

還
り
 

來
る
 

前
に
、
 

お
前
が
 

全
く
 

外
部
の
 

標
準
か
ら
 

眼
 

を
 

返
け
 

て
 

私
 

を
 

唯
一
 

の
 

力
と
 

顿
む
 

前
に
、
 

人
類
に
 

S
 

す
ろ
 

お
 

前
の
 

立
場
に
 

就
い
て
 

迷
っ
た
ら
 

う
。
 

お
前
が
 

ま
っ
し
ぐ
ら
に
 

私
と
 

共
に
 

進
ん
で
 

行
く
^
が
 

人
類
に
 

對
 

し
て
 

非
常
な
 

迷
^
と
 

な
り
、
 

お
 

前
 

を
 

生
長
 

さ
せ
た
 

た
め
に
 

他
の
 

人
の
 

進
路
 

を
 

妨
げ
、
 

從
 

つ
て
 

社
 

舎
の
 

秩
序
 

を
 

破
り
 

制
度
 

を
破
壞
 

す
る
 

や
う
な
 

給
^
 

を
 

クシ
 

少
な
り
 

と
も
 

内
 

郃
生
活
 

0 
現
象
 
 

一一
 

二 
 

E 



肩
 
島
 
武
^
 
仝
^
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
ニ
 
六
 

惹
き
 
起
し
 
は
し
ま
い
 
か
、
 
さ
う
 
お
前
 
は
 迷
っ
た
ら
 
う
。
 
そ
れ
 
は
ー
應
 
尤
も
で
 
あ
る
。
 
然
し
お
 
前
が
 
段
々
 
眞
面
 

33! に
な
れ
ば
 
な
る
 
程
 さ
 

う
 
云
 ふ
 外
部
 
的
な
 
問
題
 
は
お
 
前
に
 
は
考
 
へ
ら
れ
な
 
く
な
 
つ
て
 
來
る
 
の
た
。
 
水
に
 
溺
れ
て
 
今
 死
な
う
 
と
す
る
 
人
が
、
 
世
界
の
 
何
處
 
か
の
 

禺
っ
 
方
で
 
死
ん
で
 
行
く
 
人
 
@
 あ
る
 
事
 を
 想
像
し
て
 
そ
れ
に
 
同
情
 
を
 寄
せ
る
 
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
暇
 は
な
い
 
と
 同
様
に
、
 
お
前
が
 
眞
に
 
緊
張
 

し
て
^
に
 
來
る
 
時
に
、
 
そ
の
 
結
果
 
や
 影
響
な
 
ど
 
を
 如
何
し
て
 
考
 
へ
て
 
居
ら
れ
よ
う
。
 
自
分
の
 
罪
 を
 悔
い
て
 
棘
の
 
中
に
 
身
 を
 
こ
ろ
が
し
 

て
 居
る
 
フ
ラ
 

ン
 
シ
ス
 
聖
者
が
、
 
同
時
に
 
そ
の
 
改
悛
の
 
結
果
が
 
人
類
に
 
如
何
 
云
 
ふ
 影
響
を
及
ぼ
 
す
だ
ら
 
う
と
 
考
 
へ
て
 
居
た
 
と
 
想
像
す
 
る
 

者
 ま
、
 
人
の
 
心
の
 
尊
 さ
 
を
 露
 ほ
ど
 
も
 
味
っ
た
 
事
の
 
な
い
 
賤
民
の
 
一
人
 
だ
。
 
私
 は
お
 
前
に
 
云
っ
て
 
聞
か
す
、
 
さ
う
 
云
 ふ
 問
を
發
 
し
、
 
さ
う
 

云
 
ふ
 疑
 
ひ
に
 
な
や
む
 
間
 
は
、
 
お
前
 
は
ま
 
だ
 私
の
 
處
に
歸
 
つ
て
 
來
る
 
資
格
 
は
な
い
 
の
 だ
 。
私
 は
 前
後
 
を
 顧
慮
し
 
な
け
れ
ば
 
居
ら
れ
な
 
い
や
 

う
な
 
だ
ら
け
た
 
歩
き
 
方
 は
し
て
 
居
な
い
。
 
さ
う
 
云
 ふ
お
 
前
に
 
對
 し
て
 
は
 私
 は
 最
も
 
無
慈
悲
な
 
野
獣
に
 
も
 勝
る
 
無
慈
悲
な
 
支
配
者
で
 
あ
 

る
 事
 を
お
 
前
 は
 承
知
し
て
 
居
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
然
し
お
 
前
 を
 憐
れ
ん
で
 
私
 は
お
 
前
に
 
云
っ
て
 
聞
か
す
、
 
殊
に
お
 
前
 を
 愛
す
る
 
親
が
 
お
 

前
に
 
望
む
 
所
 は
 何
ん
だ
。
 
社
會
 
上
の
 
位
置
で
 
も
な
い
。
 
富
で
 
も
な
い
。
 
安
逸
で
 
も
な
い
。
 
幸
福
で
 
も
な
い
。
 
そ
の
 
望
む
 
所
 は
お
 
前
が
 

一
 つ
の
 
事
業
 
を
 
成
就
 
せ
ん
 
事
 だ
。
 
卽
ち
 
お
前
が
 
親
か
ら
 
受
け
 
傳
 
へ
た
 
凡
て
の
 
潜
ん
だ
 
力
 を
餘
る
 
所
な
 
く
發
 
揮
す
 
る
 事
 だ
。
 
そ
れ
が
 
お
 

前
 を
 a
 
も
 愛
す
る
 
も
の
.
^
 
望
む
 
所
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
そ
れ
か
ら
 
推
し
 
考
 
へ
れ
ば
、
 
お
前
 
を
 
取
り
 
ま
く
 
人
類
 
卽
ち
 
社
會
 
が
お
 
前
に
 

望
ん
で
 
居
る
 
所
 も
 
同
じ
 
譯
 
で
あ
る
べ
き
 
喾
だ
。
 
若
し
 
人
類
な
 
り
社
會
 
な
り
が
 
お
前
に
 
そ
れ
 
以
外
の
 
事
 を
 要
求
し
て
 
居
る
 
と
す
れ
ば
、
 
そ
 

I 
な
お
 
前
 を
墮
^
 
さ
せ
よ
う
 
と
し
て
 
居
る
 
の
 だ
。
 
お
前
 
を
 機
械
と
 
し
て
、
 
そ
の
 
人
類
な
 
り
社
會
 
な
り
が
 
姑
息
な
 
無
事
 
を
 
一
時
で
 
も
 
永
 

く
^
し
む
 
手
^
に
 
用
ゐ
 
よ
う
と
し
て
 
居
る
 
の
 だ
。
 
お
前
 
は
そ
ん
な
 
も
の
 
&
犧
牲
 
と
な
る
 
ベ
 き
 責
仕
を
 
持
た
な
い
 
計
り
で
 
な
く
 

甘
ん
 

じ
て
も
 
の
犧
牲
 
と
な
る
と
 
云
 ふ
 事
 は
お
 
前
に
 
取
っ
て
 
は
罪
惡
 
な
の
 
だ
。
 
お
前
 
は
 人
類
の
 
全
體
に
 
何
等
か
の
 
形
に
 
於
て
 
生
長
 
を
與
 
ふ
べ
 

き
 動
き
 
を
し
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
I
 
然
し
 
こ
ん
な
 
事
 は
お
 
前
に
 
云
っ
て
 
聞
か
す
 
に
 は
當
ら
 
な
い
 
事
だ
っ
た
。
 
老
婆
 
親
切
な
 
ど
、
 
云
 

ふ
 事
 は
 私
の
 
柄
 
こ 
は
な
い
。
 
私
 は
お
 
前
に
 
命
す
 
る
、
 杖
 を
 
さ
ぐ
る
 
目
 
く
ら
の
 
樣
に
、
 
^
房
 
を
 求
め
る
 
赤
子
の
 
や
う
に
 
お
前
 
は
 私
の
 
處
に
 



來
 
い
と
。
 

お
前
 
は
 私
に
 
還
っ
て
 
來
た
。
 
今
 私
 は
お
 
前
と
 
乎
 を
 
取
っ
て
 
廣
ぃ
 
大
路
 
を
 
胸
 を
 張
っ
て
 
歩
い
て
 
行
か
う
。
 

ホ
 
ヰ
ッ
ト
 
マ
ン
が
，
 

「
樂
 し
く
 
快
く
 
私
 は
 歩
く
、
 

何
處
に
 
歩
い
て
 
行
く
 
の
か
 
自
分
で
 
も
 
知
ら
な
い
が
、
 
歩
く
 
こ
と
の
い
-
 
-
事
 な
の
 
は
 知
っ
て
 
居
る
、
 

全
 宇
宙
 
も
さ
う
 
だ
と
 
敎
 
へ
 て
 居
る
、
 

過
去
 
も
 現
在
 
も
さ
う
 
だ
と
 
敎
 
へ
て
 
居
る
。
」
 

と
 歌
っ
た
 
の
 は
 私
と
 
お
前
と
の
 
境
界
 
だ
。
 
ま
た
 
彼
が
、
 

「
足
に
 

ま
か
せ
て
 

心
も
輕
 

く、
 

私
 

は 
大
道
 

を
濶
 

歩
す
 

る、
 

健
全
で
 
自
由
で
 
世
界
 
を
 眼
の
 
前
に
 
据
 ゑ
て
、
 

私
の
 

前
の
 

遠
い
 

褐
色
の
 

道
 

は
 

思
 

ふ
 

所
に
 

私
 

を
 

導
い
て
 

行
く
、
 

こ
れ
か
ら
 

私
 

は
 

幸
運
 

を
 

求
め
な
い
 

I
I
 

私
が
 

幸
運
 

そ
の
 

者
 

だ
、
 

こ
れ
か
ら
 

私
 

は
く
よ
/
.
 

\
し
 

な
い
、
 

躇
 

は
な
い
、
 

又
 

何
^
 

を
も
耍
 

し
な
い
，
 

健かに 滿ち 足って 私 は 大道 を 旅して 行く。」 

と
 

歌
っ
た
 

の
 

は
 

各
 

®
 

間
の
 

私
と
 

お
前
と
の
 

關
 

係
が
、
 

凡
て
 

を
 

始
め
る
 

前
に
 

一
か
ら
 

始
め
る
べ
く
 

お
前
 

は
 

私
に
？
 

a
 

つ
て
 

來
た
。
 

そ
れ
 

は
 

何
ん
 

と
 

云
 

ふ
い
、
 

事
 

だ
ら
 

う
。
 

私
 

は
 

今
ま
で
 

默
 

つ
て
 

一
 

つ
 

所
に
 

突
っ
立
っ
て
 

居
た
、
 

而
 

し
て
 

放
蕩
^
の
 

や
う
に
 

せ
か
/
.
 

\ 
し
た
；
^
 

分
で
、
 

彼
方
に
 

暫
く
 

心
 

を
 

寄
せ
、
 

此
方
に
 

暫
く
 

思
 

ひ
 

を
 

託
し
て
 

あ
て
ど
 

も
な
 

く
さ
 

ま
よ
 

ひ
な
が
ら
 

藻
搔
 

い
て
^
る
 

慘
め
 

な
お
 

前
の
 

姿
 

を
 

見
や
っ
て
 

溜
息
 

を
つ
 

い
て
 

居
た
 

の
 

だ
。
 

お
前
の
 

還
っ
て
 

來
た
私
 

は
 

若
 

や
い
で
 

東
 

明
の
 

ま
ぶ
た
 

を
 

漏
れ
る
 

旭
の
 

光
の
 

や
つ
で
 

あ
る
。
 

而
 

し
て
 

統
一
 

さ
れ
た
 

生
長
の
 

力
が
 

う
づ
く
 

す
る
 

程
 

身
 

體
全
體
 

に
 

漲
っ
て
 

居
る
。
 

生
活
の
 
現
象
 
 

ニ
ニ
 

七
 



有
 
島
 
武
郎
仝
 
集
^
 
五
卷
 
 

ニ
ニ
 
八
 

< 
た
 
 

ひら
 

今
お
 
前
の
 
眼
の
 
前
に
 
は
裕
 
か
な
 
人
類
の
 
歷
 史
の
活
 
畫
が
展
 
か
れ
た
。
 
お
前
 
は
 何
故
 
さ
う
 
驚
い
て
 
居
る
 
の
か
。
 
お
前
 
は
 未
だ
 

一
 度
 も
こ
 

ん
な
活
 
々
と
し
て
 
花
々
 
し
い
 
力
の
 
現
 は
れ
 
を
 見
た
 
事
が
な
い
 
と
 
云
 
ふ
の
 
か
。
 
で
も
 
そ
れ
.
 に
お
 
前
が
 
今
ま
で
 
見
 綾
け
 
に
 見
慣
れ
て
、
 

そ
 

の
 

中
か
ら
 

お
前
の
 

教
訓
 

を
 

引
き
出
し
て
 

居
た
 

そ
の
 

人
類
の
 

歷
史
 

な
の
 

だ
。
 

あ
-
今
迄
お
 

前
 

は
 

全
く
 

統
一
 

さ
れ
た
 

歷
史
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
 

見
て
 
居
な
か
っ
た
 

の
 だ
ら
 
う
。
 
今
 
こ
そ
 
歷
史
 
は
お
 
前
の
 
肉
に
 
入
り
 
骨
 
に
^
み
 
渡
っ
た
 
の
 だ
。
 
玆
に
叉
 
人
の
 
生
活
が
 
あ
る
。
 
お
前
 
は
 
そ
 

れ
 
に
も
 
驚
き
と
 
あ
や
し
み
の
 
服
 を
 見
張
る
 
の
か
。
 
今
お
 
前
が
 
見
る
 
生
活
 
こ
そ
 
本
當
の
 
人
の
 
生
活
 
だ
。
 
何
ん
 
と
 
云
 
ふ
 勇
し
 
い
 生
活
 
だ
。
 

何
ん
 
と
 
云
 ふ
 力
の
 
這
 入
っ
た
 
生
活
 
だ
。
 
お
前
の
 
嘗
て
 
見
つ
め
て
 
居
た
 
義
務
の
 
生
活
、
 
努
力
の
 
生
活
 
は
 今
 影
 も
な
 
く
な
 
つ
た
で
 
は
な
い
 

か
。
 
お
前
の
 
今
 見
る
 
生
活
で
 
は
、
 
人
 は
 各
 
i 自

分
 
を
 
生
き
て
 
居
る
。
 
ソ
ク
ラ
テ
ス
 
は
 嘗
て
 

r
 汝
 自
身
 
を
 知
れ
」
 

と
 
云
っ
た
 
が
、
 
お
前
 

の. 見
る
 
此
處
の
 
生
活
 
は
 
「
汝
 自
身
で
 
あ
れ
」
 

と
 
呼
ん
で
 
居
る
。
 
お
前
の
 
嘗
て
 
見
た
 
生
活
で
 
は
、
 
人
 は
 基
督
の
 
如
く
 
生
き
、
 
釋
迦
の
 
如
 

く
 
生
き
、
 
孔
子
の
 
如
く
 
生
き
て
 
居
た
。
 
お
前
の
 
今
 見
る
 
生
活
で
 
は
、
 
彼
等
 
は
 基
督
 
を
 生
き
、
 
釋
迦
を
 
生
き
、
 
孔
子
 
を
 
生
き
て
 
居
る
。
 
嘗
 

て
お
 
前
 は
お
 
前
 だ
け
が
 
蓄
 
へ
て
 
居
た
 
小
さ
な
 
力
に
 
依
賴
 
し
て
、
 
事
業
 
を
し
ょ
う
 
と
し
て
 
居
た
。
 
痩
せ
て
 
乾
い
た
 
土
に
 
生
え
た
 
草
が
、
 

身
丈
け
 
も
碌
々
 
延
ば
さ
ぬ
 
中
に
、
 

お
 づ
 く
と
 
し
な
び
た
 
葉
 を
 出
し
て
、
 
形
ば
 
か
り
の
 
花
 を
 開
い
て
、
 
力
弱
い
 
種
子
 
を
 
あ
わ
て
る
 
や
 

はた 

う
に
 
結
ぶ
 
の
 を
お
 
前
 は
 見
た
 
事
が
 
あ
る
 
だ
ら
 
う
。
 
力
の
 
缺
 け
た
お
 
前
の
 
慘
 め
な
 
努
力
 
は
 側
か
ら
 
見
る
 
と
ま
る
で
 
そ
の
 
草
の
 
や
う
 
だ
つ
 

た
。
 
か
つ
ゑ
た
 
犬
が
 
食
べ
ら
れ
る
 
も
の
な
ら
 
何
 
一
 っ
淺
 
す
ま
い
と
 
す
る
 
や
う
に
、
 
熱
の
 
薄
い
 
お
前
 
は
 人
の
 
情
け
 
を
 
恥
 も
 
知
ら
す
 
に
 貪
 

つ
て
 
歩
い
て
 
居
た
。
 
お
前
の
 
身
の
 
ま
 
は
り
に
 
は
 生
長
 
を
 妨
げ
る
 
友
人
と
、
 
寶
 女
の
 
や
う
な
 
戀
 人
と
、
 
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
 
淚
と
、
 
皮
 

肉
な
 
笑
 
ひ
と
が
 
う
じ
の
 
や
う
に
 
横
た
 
は
っ
て
 
居
た
 
の
 を
 
思
 
ひ
 出
し
て
 
見
ろ
。
 
而
 し
て
お
 
前
 は
 そ
の
 
沈
澱
し
た
 
腐
っ
た
 
{
仝
 氣
の
 
中
に
 
ふ
 

や
け
て
 
う
づ
く
 
ま
っ
て
 
居
た
 
の
 だ
 J 若

し
 
そ
こ
か
ら
 
お
前
が
 
突
っ
立
ち
 
上
る
 
や
う
な
 
事
が
 
あ
る
と
、
 
今
度
 
は
お
 
前
の
 
所
謂
 
事
業
が
 
始
ま
 

る
。
 
お
前
 
は
た
し
な
い
 
力
 を
 惜
し
ん
で
 
僅
に
 
拾
 ひ
 集
め
た
 
材
料
 
を
 
後
生
大
事
に
 
一
つ
の
 
城
郭
 
を
 築
き
上
げ
る
。
 

若
し
 
人
が
 
誤
っ
て
 

きち
が 

ひ 
*. ぬ
 
 

» 

そ
れ
に
 
手
で
 
も
觸
れ
 
た
が
 
最
後
、
 
し
は
ん
 
ぼ
な
 
お
前
 
は
氣
 
狂
犬
の
 
や
う
に
 
誰
れ
 
彼
れ
 
の
 差
別
な
 
く
哙
 
つ
て
 
か
-
つ
た
 
ら
う
 
「
火
で
 
や
 



ら
れ
 

て
ま
で
 

主
張
 

を
 

守
り
 

通
す
 

と
 

云
 

ふ
の
 

は
 

馬
鹿
ら
し
い
 

事
 

だ
。
 

ど
ん
な
 

主
張
で
 

も
 

そ
れ
^
^
で
 

は
な
い
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
 

主
 

張
 

を
 

造
る
 

た
め
に
、
 

又
 

主
張
 

を
變
 

す
る
 

爲
 

め
に
 

燒
 

か
れ
る
 

と
 

云
 

ふ
の
 

な
ら
 

私
 

は
 

甘
ん
じ
て
 

燒
 

か
れ
よ
う
」
 

と
 

云
っ
た
 

一一
 

イ
チ
 

ェ 
の
 

•；
；；

" 

葉
 

J 
そ
の
 

力
の
 

有
り
 

餘
 

つ
た
 

言
葉
な
 

ど
 

は
、
 

そ
の
 

時
の
お
 

前
に
 

は
 

馬
鹿
ら
し
 

い
ほ
ら
と
 

し
か
 

聞
こ
え
な
か
っ
た
 

ら
う
。
 

而
 

し
て
お
 

前
 

は
 

そ
の
 

言
葉
の
 

中
に
 

論
理
 

上
の
 

矛
盾
 

を
發
 

見
し
て
、
 

あ
げ
 

足
と
 

り
の
 

皮
肉
な
 

笑
 

ひ
 

を
 

漏
ら
す
 

位
が
 

關
の
 

山
だ
っ
た
 

ら
う
。
 

而
 

し
て
お
 

前
 

は
 

何
ん
で
も
 

こ
ち
ん
 

と
 

小
さ
い
 

な
り
に
 

も
 

固
ま
っ
た
 

一
 

つ
 

結
果
に
 

到
着
し
 

な
け
れ
ば
、
 

ど
う
も
 

寢
ざ
 

め
が
 

よ
く
な
か
っ
た
 

の
 

だ
。
 

又
 

そ
の
 

時
の
お
 

前
は
隱
 

謀
と
 

か
、
 

嫉
妬
と
 

か
、
 

羡
 

ま
し
が
 

り
と
 

か
、
 

僻
見
と
 

か
、
 

迫
害
と
 

か
、
 

^
切
き
 

と
か
、
 

憎
し
み
と
 

か
、
 

お
べ
 

つ
か
と
 

か
、
 

皮
肉
と
 

か
と
 

云
 

ふ
 

卑
し
い
 

言
葉
の
 

意
味
 

を
し
 

み
 

ふ
、
 

と
 

味
 

ふ
こ
と
の
 

出
来
る
 

心
の
 

狀
態
 

に
あ
り
な
が
ら
、
 

大き
な.
：.
：：
 

お
 

を
 

口
に
す
る
 

の
 

を
 

好
ん
で
 

居
た
ら
 

う
。
 

慈
悲
と
 

か
、
 

寬
大
 

と
か
、
 

公
平
と
 

か
 

—
—
 

お
前
 

は
 

恥
ぢ
て
 

自
分
の
 

顔
 

を
 

被
う
て
：
^
 

る
。
 

私
 

も
 

も
う
お
 
前
 
の
 過
去
 
を
 忘
れ
 
て
し
 
ま
ふ
。
 

お
前
の
 

還
っ
て
 

來
た
私
 

は
 

受
精
 

を
 

終
っ
た
 

卵
の
 

や
う
に
 

力
に
 

滿
 

ち
て
 

居
る
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

力
 

を
 

ど
う
し
て
 

い
、
 

か
 

知
ら
な
い
 

S
 

だ
。
 

私
 

は
ぐ
ん
 

/
(
\
 

生
長
す
 

る
。
 

お
前
 

は
こ
れ
 

か
ら
 

道
德
と
 

交
涉
を
 

持
つ
 

か
如
佝
 

だ
か
 

は
 

私
 

も
 

知
ら
な
い
。
 

然
し
 

持
つ
 

と
す
れ
ば
 

お
前
 

は
 

今
の
 

狀
 

態
か
ら
 

出
發
 

す
る
 

こ
と
に
よ
っ
て
 

の
み
 

持
つ
 

事
が
 

出
來
 

る
の
 

だ
。
 

お
前
 

は
こ
れ
 

か
ら
 

信
仰
に
 

至
る
 

か
 

至
ら
な
い
 

か
 

私
 

も
 

知
ら
 

な
い
。
 

然
し
 

信
仰
に
 

行
く
 

と
す
れ
ば
 

お
前
の
 

信
仰
に
 

行
く
べ
き
 

道
 

は
 

今
に
し
て
 

始
め
て
 

開
か
れ
た
 

の
 

だ
。
 

お
前
 

は
こ
れ
 

か
ら
 

社
^
的
 

の
 

事
業
 

を
す
 

る
か
し
 

な
い
か
 

私
 

も
 

知
ら
な
い
 

C 
然
し
 

事
業
 

を
す
 

る
と
 

す
れ
ば
 

* 
お
前
 

は
 

今
に
し
て
 

甫
 

め
て
：
^
！
^
 

の
 

^
 

格
^
^
た
 

の
 

で
あ
る
。
 

お
前
 

は
 

私
に
 

よ
っ
て
 

凡
て
 

そ
れ
 

等
の
 

力
 

を
 

得
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

お
前
 

は
こ
れ
 

か
ら
さ
 

も
し
く
 

情
け
 

を
 

求
め
て
 

歩
く
 

事
 

は
な
い
。
 

私
 

は
お
 

前
に
 

滿
ち
 

足
っ
て
 

餘
.
^
 

あ
る
 

愛
 

だ
。
 

い
ま
に
よ
 

き
 

友
人
が
 

お
前
と
 

友
情
 

を
 

交
換
し
 

に
來
 

る
。
 

又
よ
 

き
戀
 

人
が
 

お
前
の
 

情
け
に
 

う
る
 

ほ
ひ
に
 

來
る
。
 

お
前
 

は
 

思
 

ふ
^
 

分
與
へ
 

ろ
立
：
 

び
と
^
 

ふ
^
 

分
 

受
け
る
 

よ
ろ
こ
び
と
の
 

如
何
な
る
 

も
の
で
 

あ
る
か
 

を
經
驗
 

す
る
 

で
あ
ら
う
。
 

そ
れ
か
ら
お
 

前
 

は
も
う
 

幻
影
に
 

捕
 

は
れ
る
：
^
 

は
な
い
だ
 

內
部
 

生
活
の
 
現
象
 
 

ニ
ニ
 

九
 



有
 
島
武
郎
 
全
集
 

第
五
 
巷
 
 

二
三
 
0
 

ら
う
。
 
人
並
す
 
ぐ
れ
て
 
脚
.
 た
け
 
長
く
 
し
た
 
片
輪
 
者
が
 
お
前
よ
り
 
高
く
 
飛
び
 
上
っ
て
も
 
お
前
 
は
 驚
か
な
い
 
だ
ら
 
う
、
 
又
髯
と
 
皺
の
 
多
い
 

こ は
 
 

*/ じな ひ 

恐
い
 
顔
 を
し
た
 
老
人
が
 
お
前
に
 
咒
の
 
様
な
 
事
 を
 言
っ
て
 
聞
か
せ
て
も
 
お
前
 
は
 あ
わ
て
な
 
い
だ
ら
 
う
。
 
お
前
 
は
 ゆ
た
か
な
 
心
 を
 持
っ
た
 

人
ら
 
し
く
、
 
さ
わ
が
す
 
に
お
 
前
の
 
道
 を
 進
ん
で
 
行
 く
だ
ら
う
。
 

私
 は
さ
う
な
 
る
お
 
前
 を
 祝
福
す
 
る
。
 
張
り
出
し
た
 
胸
、
 
高
く
 
揚
げ
た
 
顔
、
 
堅
く
 
ふ
み
し
め
た
 
脚
、
 
近
づ
く
 
も
の
に
 
堅
く
 
握
手
 
を
與
 

へ
る
 
暖
か
い
 
手
、
 
眞
 直
に
 
向
け
ら
れ
た
 
眼
、
 
い
つ
は
ら
ぬ
 
愛
し
み
 
と
 
憎
し
み
，
 
小
兒
の
 
や
う
な
 
汚
れ
ぬ
 
心
、
 
さ
う
 
云
 
ふ
 も
の
 

X 
持
主
 

と
な
る
べ
き
 
お
 前
 を
 祝
福
 
す
る
。
 

お
前
 
は
よ
 
く
こ
 
そ
 私
に
 
歸
 
つ
て
 
來
る
 
だ
け
の
 
眞
 面
目
 
さ
 を
 
持
ち
 

け
て
 
居
た
。
 
人
 は
お
 
前
の
 
歸
 
つ
て
 
來
 か
た
が
お
 
そ
い
と
 
云
 ふ
か
 

も
 
知
れ
な
い
。
 
然
し
な
が
ら
 
や
、
 
と
も
 
す
る
と
い
 
つ
ま
で
 
經
 
つ
て
も
 
歸
り
 
得
な
か
っ
た
 
か
も
 
知
れ
な
い
。
 
お
前
が
 
歸
 
つ
て
 
來
 
た
の
 
は
 

私
に
 
は
 凡
て
に
 
ま
さ
る
 
よ
ろ
こ
び
 
だ
。
 
こ
れ
か
ら
お
 
前
 は
 私
の
 
痛
い
 
然
し
な
が
ら
 
甘
い
 
鞭
 を
 受
け
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
而
 し
て
お
 
前
 は
 幾
 

度
 か
こ
 
ぼ
 た
れ
て
、
 
建
て
 
あ
げ
ら
れ
て
、
 

而
 し
て
 
そ
の
 
度
に
 
緊
張
し
て
 
行
か
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
か
く
て
お
 
前
が
 
遂
に
 
私
に
 
融
け
 
合
っ
て
 

し
ま
 
ふ
 時
，
 
お
前
の
 
魂
な
る
 
私
が
 
お
前
の
 
占
領
す
 
る
 肉
體
の
 
全
部
 
を
 
占
領
す
 
る
 時
、
 
お
前
の
 
創
造
 
は
 成
就
せ
ら
れ
 
る
の
 
だ
。
 
そ
の
 
時
 

お
前
 
は
 完
全
な
る
 
人
と
な
り
 
完
全
な
る
 
社
會
を
 
完
成
す
 
る
の
 
だ
。
 

そ
の
 
時
お
 
前
の
 
胸
に
 
宿
る
 
喜
び
と
 
感
謝
の
 
情
と
 
は
、
 
天
と
地
と
 
而
 し
て
 
大
海
原
と
の
 
喜
び
に
 
調
子
の
 
合
 
ふ
 程
 高
い
 
喜
び
と
 
感
謝
で
 

あ
る
 
だ
ら
 
う
 
o 

ri 
A
 
1 B

 年
 七
月
)
 



「
新
潮
」
 

記
者
 

足
下
 

先
日
 

わ
ざ
，
，
 

（\
 

お
^
ね
 

下
さ
れ
 

候
 

節
 

は
 

失
禮
致
 

候
。
 

そ
の
 

際
 

外
遊
 

中
 

遇
 

ふ
 

事
 

を
 

得
た
 

る
文
舉
 

者
、
 

荇
 

樂
家
、
 

赘
ぉ
 

な
ど
よ
り
 

受
け
 

た
る
 

印
象
 

を
 

書
き
連
ね
 

候
 

や
う
お
 

勸
め
 

下
さ
れ
 

候.
. 

1
、
 

私
 

は
 

元
來
 

至
極
の
 

交
際
 

嫌
 

ひ
の
み
な
ら
 

す
、
 

强
烈
 

な
る
 

性
格
に
 

し
て
受
 

く
 

る
 

一
 

種
の
 

壓
迫
は
 

未
成
品
な
る
 

私
に
 

取
り
て
 

堪
へ
 

難
き
 

桎
梏
に
 

候
へ
ば
、
 

與
 

へ
ら
れ
た
 

る
 

機
 

會
を
さ
 

へ
 

振
り
 

松
て
 

た
る
 

仆
控
 

に
て
、
 

唯
一
度
 

ク
ロ
 

ボ
ト
 

キ
ン
 

を
 

訪
れ
た
 

る
 

事
 

あ
り
し
 

由
 

申
 

上
げ
 

候
處
、
 

そ
の
 

折
の
 

思
 

ひ
 

出
 

を
 

寄
せ
 

候
 

や
う
 

御
 

申
出
で
 

に
て
 

御
^
^
 

致
 

候
 

次
 

第
に
 
候
。
 

偖
て
 

お
 

歸
り
後
 

六
月
 

號
の
贵
 

誌
 

披
見
 

致
 

候
處
、
 

拙
稿
の
 

載
せ
ら
 

る
べ
き
 

攔
の
 

表
题
は
 

「
親
し
く
 

會
 

つ
た
^
 

外
藝
術
 

家
の
 

印
象
」
 

と
 

申
す
 

の
に
て
、
 

會
見
 

記
が
 

明
か
に
 

藝
術
 

家
に
 

限
ら
れ
 

あ
る
 

事
に
 

心
附
き
 

候
。
 

か
く
て
 

は
 

私
の
 

記
^
 

は
 

埒
外
に
 

逸
し
た
 

る
の
 

嫌
 

ひ
 

あ
り
 

直
ち
に
 

電
話
に
 

て
 

其
 

旨
お
 

斷
り
 

致
す
べ
き
 

が
當
然
 

な
り
し
 

を
、
 

勞
 

働
を
强
 

ひ
ら
る
-
 

rs
^ 

に
 

電
話
に
 

か
、
 

り
攸
；
 

の
 

嫌
 

ひ
な
る
 

私
 

た
れ
 

ば
、
 

思
 

は
す
 

も
 

姑
息
に
 

延
引
し
て
 

今
日
に
 

至
り
し
 

次
第
に
て
、
 

今
更
 

取
 

返
し
の
 

つ
か
ぬ
 

始
末
に
 

相
 

成
 

巾
^
。
 

さ
れ
ば
 

こ
の
^
 

の
 

取
 

捨
は
 

一
 

に
 

足
下
の
 

御
意
に
 

任
せ
 

置
き
 

候
。
 

ひる
^へ
 

. 
力
く
 

は
 

申
 

候
 

も
の
 

\
 
 

^
つ
て
^
 

ふ
に
 

藝
術
 

家
な
る
 

も
の
、
 

意
義
 

を
詮
 

す
る
 

に
 

可
な
 

り
 

拔
き
差
 

し
の
 

餘
地
 

あ
る
 

も
の
と
 

も
 

り
 

へ
ら
 

れ
候
。
 

藝
術
 

家
が
 

創
^
者
な
 

ら
ば
、
 

又
 

生
活
と
 

思
想
と
の
 

一
致
 

を
條
 

件
と
 

す
る
 

も
の
な
ら
 

ば
、
 

又
 

習
俗
に
 

煩
 

は
さ
れ
 

す
し
て
^
:
 

浴
を
批
 



有
島
武
 
郎
^
 
笾
 
笫
艽
卷
 
 

二
三
 
二
 

I： す
る
 
の
權
能
 
を
お
 
す
べ
き
 
も
の
な
ら
 
ば
、
 
又
 深
き
 
意
味
に
 
於
け
 
る
 自
然
の
 
理
解
 
者
で
 
あ
る
べ
き
 
も
の
な
ら
 
ば
、
 
又
 愛
と
 
で
も
 
云
 ひ
 

現
 は
す
べ
き
 
心
的
 
動
向
の
 
根
柢
に
 
徹
 入
す
べ
き
 
も
の
な
ら
 
ば
、
 
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
 
は
ま
が
 
ふ
 方
な
 
き
藝
術
 
家
な
 
り
と
 
信
じ
 
候
。
 
こ
の
 
意
 

味
に
 
て
 私
 は
 
こ
の
 
記
事
が
 
I
I
 
卽
ち
ク
 

0 
ボ
 
ト 
キ
 
ン 
が
 I
I
 
「
藝
術
 
家
會
見
 
記
」
 中
に
 
加
 
へ
 ら
 
れ
ん
 
事
 を
 
深
く
 
希
望
す
 
る
 
も
の
に
 
候
。
 

無
政
府
主
義
な
 
ど
 
巾
す
 
思
想
か
ら
 
は
 對
角
線
 
的
に
 
交
涉
 
な
き
 
境
遇
と
 
敎
 育
と
の
 
中
に
 
置
か
れ
 
居
た
 
る
 私
 は
、
 
か
-
る
 
傾
向
に
 
對
し
 

て
は
吣
 
か
し
な
が
ら
 
無
頓
着
と
 

一
 種
の
 
厭
惡
 
と
を
感
 
す
る
 
の
み
に
 
て
 
三
十
 
近
く
に
 
及
び
た
 
る
 
次
第
に
 
候
が
、
 
明
治
 
三
十
 
七
 年
の
 
頃
頻
 

お
ぼ
ろ
 
 

あきた 

り
に
 
ゲ
 
オ
ル
グ
 

• ブ
ラ
 

ン デ
ス
の
 
も
の
 
を
愛
讀
 
致
し
 
始
め
 
候
 
頃
 朧
げ
に
 
露
 西
亞
に
 
於
け
 
る
 
現
存
の
 
社
會
狀
 
態
に
 
慊
ら
 
ざ
る
 
諸
種
の
 
主
 

義
を
想
 
見
し
、
 
好
奇
心
と
 
申
す
 
程
の
 
研
究
 
慾
 を
 感
じ
 
始
め
 
候
 折
抦
ク
 

tl ボ
ト
 
キ
ン
 
の
 自
叙
 
傳
の
序
 
を
 ブ
ラ
ン
デ
ス
が
 
書
き
 
居
る
 
を
 知
 

り
、
 
そ
れ
が
 
讀
み
 
度
き
 
許
り
に
 
始
め
て
 
こ
の
 
稀
 有
な
る
 
大
著
 
書
に
 
接
し
、
 
さ
し
て
 
期
待
 
も
 持
た
-
で
に
 
本
文
 
を
 讀
み
迎
 
り 
行
き
 
候
 程
に
、
 

頭
が
 
上
ら
ぬ
 
程
 感
心
し
て
 
仕
舞
 
ひ
 申
 候
。
 

私
の
 
ク
 

tl ボ
ト
 
キ
ン
に
 
對
 す
る
 
敬
意
 
は
此
 
時
に
 
芽
 ざ
せ
 
し
に
て
、
 
其
 後
 氏
の
 
著
書
 
を
 彼
れ
 
是
れ
 
漁
り
 
居
り
 
候
 中
に
、
 
敬
意
 
は
懷
し
 

さ
に
 
變
り
 
行
き
、
 
英
國
に
 
渡
る
 
機
會
も
 
あ
ら
ば
 
氏
の
 
家
屋
の
 
下
に
 
は
 
一
 度
 此
身
を
 
運
び
 
行
く
べ
し
 
と
 
忍
 
ひ
 を
り
 
候
。
 

こ
の
 
宿
志
の
 
遂
げ
ら
れ
 
候
 は
 明
治
 
四
十
 
年
の
 
二
月
に
 
て
 
ロ
ン
ド
 
ン
府
は
 
濃
霧
と
 
濕
寒
 
と
に
 
深
く
 
鎖
さ
れ
 
て
眞
晝
 
に
も
 
電
燈
 
を
點
さ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 
不
愉
快
な
る
 
季
節
に
 
候
 
ひ
し
。
 
私
 は
國
立
 
博
物
館
の
 
近
所
な
る
 
む
さ
ぐ
 
る
し
 
き
 
下
宿
の
 
三
階
よ
り
、
 
覺
束
 
な
き
 
英
文
に
 

て
、
 
紹
介
 
を
 
煩
 は
す
べ
き
 
人
 も
な
 
き
ま
 

\ 
に
 、
う
ち
つ
け
に
 
會
見
を
 
得
た
 
き
 旨
の
 
一
書
 
を
 飛
ば
し
 
候
處
、
 
直
筆
の
 
返
事
に
 
て
 次
の
 
月
曜
 

日
に
 
參
 
る
べ
き
 
由
 申
し
 
來
り
候
 

J 私
の
 
心
の
 
こ
の
 
返
事
 
を
 受
け
て
 
怪
し
く
 
躍
り
 
候
 は
 固
よ
り
に
 
て
 候
。
 
さ
れ
 
ど
 
困
り
た
 
る
 事
に
 
は
 月
曜
 

日
に
 
は
據
 
な
き
 
前
約
 
あ
り
て
 
氏
の
 
意
に
 
應
 じ
が
た
 
く
、
 
さ
れ
ば
 
と
て
 
斷
念
 
せ
ん
 
も
 
無
念
 
な
れ
ば
、
 
通
知
 
も
發
 
せ
す
 

一
 日
 
繰
 上
げ
て
 
日
曜
 

日
に
 
出
か
け
る
 
事
に
 
致
 候
。
 
偖
て
 
當
時
ク
 

a 
ボ
ト
 
キ
ン
 
は
 何
處
に
 
住
み
 
居
り
て
、
 

私
 は
 何
 停
車
場
よ
り
 
汽
車
に
 
乘
 り
た
る
な
 
ど
 申
 
上
 

ぐ
べ
き
 
順
序
な
が
ら
、
 
私
 は
 頓
と
其
 
等
の
 
事
 を
 忘
れ
 
居
候
。
 
何
で
も
 
水
晶
 
宫
の
 
見
や
ら
る
 
\
邊
 
り
 
を
 汽
車
の
 
走
り
た
 
る
 事
の
 
み
 記
憶
に
 



殘
 

り
て
、
 

何
 

處
を
發
 

し
 

何
處
の
 

停
車
場
に
 

着
き
た
 

る
か
 

は
 

中
 

絡
え
 

た
る
 

夢
の
 

如
く
に
 

候
。
 

兎
 

ま
れ
 

n 
ン 

ド
ン
 

v.
:r
r-
 

さ
る
 

停：
：：
 

i.
 

場
 

t 

り
 

二
十
 

分
餘
り
 

汽
車
に
 

て
 

行
く
 

市
外
の
 

一 
小
驛
に
 

降
り
 

立
ち
た
 

る
 

醜
き
 

小
男
の
 

あ
り
し
 

は
 

確
か
に
 

候
。
 

：： 
ン
ド
 

ン 
U
 

外
の
 

ウ
ド
-
せ
 

二 

申
せ
ば
 

世
に
 

名
 

だ
た
 

る
 

贅
澤
の
 

一
 

區
寰
を
 

心
に
 

描
き
 

給
 

ふ
べ
 

け
れ
ど
も
、
 

私
の
 

降
り
 

立
ち
た
 

る
 

は
 

小
：
」
^
 

f
 

と
勞
：
 

s
^
:
 

の
お
に
.
：
」
」
"
 

ン 

ド
ン
よ
り
 

は
 

少
し
 

生
氣
 

あ
り
と
 

思
 

は
し
き
 

枯
 

並
木
と
の
 

立
ち
 

連
り
 

た
る
、
 

平
ら
な
 

平
板
な
 

小
 

市
街
に
 

て
、
 

私
 

は
 

ど
ん
よ
り
 

と
 

^
リ
 

*
 

て
た
 

る
 

寒
 

空
 

の
 

下
 

を
、
 

遇
 

ふ
 

人
 

毎
に
 

道
 

を
 

尋
ね
つ
 

\、
 

た
ピ
廣
 

き
穢
き
 

歩
道
 

を
 

我
が
 

靴
音
の
 

高
き
 

に
 

心
お
 

め
な
が
ら
 

七
 

八
 

町
 

ひ
 

歩
 

き
 

候
 

ひ
け
ん
。
 

や
が
て
 

三
 

軒
績
の
 

三
階
 

建
の
 

貸
家
ら
 

し
き
 

石
造
の
 

家
の
 

右
端
の
 

戶
 

口
に
 

Vi
ll
a 
 

Vi
oL
i 

と
 

記
さ
れ
た
 

る
 

札
の
 

あ
る
 

を
 

見
出
で
 

て
、
 

ク
 

ボ
ト
 

キ
ン
の
 

返
事
に
 

そ
れ
 

を
 

眼
 

あ
て
に
 

と
 

記
さ
れ
た
 

る
 

を
 

思
 

ひ
 

出
し
て
 

足
 

を
 

留
め
 

候
。
 

灰
^
の
 

小：
 

y,
;:
 

に
て
^
 

雑
 

乍
 

に
 

築
き
上
げ
ら
れ
 

た
る
 

壁
、
 

^
純
な
る
 

白
 

ペ
ン
キ
 

塗
り
の
 

窓
框
、
 

同
じ
く
 

白
く
 

塗
ら
れ
た
 

る
 

戸
口
 

I
 

Vi
na
 

と
は
審
 

も
 

を
.
 

^
し
く
 

候
。
 

Vi
ol
a 

と
は
樂
 

器
の
 

意
に
 

ゃ
堇
の
 

意
に
 

や
、
 

灰
色
の
 

寒
空
に
 

は
、
 

叉
 

英
國
の
 

签
氣
に
 

は
よ
 

く.
 

（
ふ
さ
 

は
ぬ
、
 

さ
り
な
が
ら
，
^
 

と
 

云
 

ふ
 

美
し
き
 

言
葉
よ
 

な
ど
 

思
 

ひ
つ
 

\ 
恐
る
，
 

（
戸
口
に
 

近
寄
り
 

申
 

候
。
 

垢
染
み
て
 

垂
れ
 

下
り
た
 

ろ
 

絲
 

を
：
^
 

き；
 

g
^
、
 
 

^
ま
り
 

返
り
 

た
る
 

家
の
 

中
に
 

女
ら
し
き
 

靴
の
 

踵
の
 

音
 

聞
こ
え
て
、
 

ク
 

& 
ボ
ト
 

キ
ン
 

夫
人
 

自
ら
 

取
次
ぎ
 

に
 

出
て
 

來
ら
れ
 

お
。
 

よ
き
：
；
 

でて
. 

f 
 

、
く
や
 

i 

つ 
肥
り
し
て
 

髮
は
 

あ
ら
か
た
 

白
く
、
 

何
よ
り
も
 

「
母
」
 

を
 

思
 

は
す
る
 

に
こ
や
か
な
る
 

微
笑
み
 

を
 

微
笑
み
つ
 

„、
 

こ
の
 

あ
た
り
に
 

は
 

珍
 

ら
し
き
 

東
洋
の
 

一
 

靑
年
を
 

見
や
ら
れ
、
 

私
の
 

色
々
 

と
 

言
 

譯
 

せ
ん
と
す
 

る
 

暇
 

を
も
與
 

へ
す
、
 

先
づ
 

と
て
 

招
じ
入
れ
ら
 

L
n
^
。
 

戸
口
の
 

右
な
る
 

往
來
に
 

面
す
る
 

奥
に
 

長
き
 

一
室
が
 

客
間
に
 

候
。
 

様
式
の
 

統
一
 

も
な
 

き
 

家
具
に
 

飾
ら
れ
た
 

る
狹
き
 

部
^
な
が
ら
、
 

A
 

に
 

は
 

跳
り
 

立
つ
 

ば
か
り
の
 

感
激
 

を
與
へ
 

候
。
 

マ
ン
 

テ
ル
ビ
 

ー 
ス
 

の
 

上
に
 

は
ト
 

ル
ス
 

ト
イ
と
 

ド
 

ス
 

ト 
イ
ブ
 

ス
キ
 

I 
と
の
 

B
 

は、
 

a
 

か
れ
 

あ
 

り 
壁
に
 

は
 

プ
ル
 

ー 
ド
ン
、
 

バ
ク
 

一一
 

ン、
 

ブ
ラ
ン
デ
ス
 

な
ど
の
 

寫
眞
 

の
揭
 

げ
ら
れ
 

あ
り
 

候
が
、
 

其
 

等
の
 

多
く
 

は
 

F
 

"
與
^
;
 

が
お
^
の
 

主
 

人
 

公
 

そ
の
 

人
達
に
 

し
て
、
 

し
か
も
 

所
持
者
に
 

對
 

し
て
 

深
き
 

同
情
と
 

交
誼
と
 

を
 

抱
け
 

る
な
 

り
と
 

思
へ
ば
、
 

そ
に
 

ろ
に
 

哎
 

か
く
 

緊
^
し
 

と
 

る
 

空
氣
の
 

漲
る
 

を
 

感
じ
た
 

る
 

次
第
に
 

候
。
 

尊
き
 

心
臟
の
 

若
干
 

を
 

堅
く
 

把
持
し
 

得
る
 

人
格
の
 

羡
 

ま
し
く
 

候
 

か
な
。
 

ク
ロ
.
 

ホ
ト
 

キ
ン
の
 
印
象
 
 

二
三
 

三
 



有
 
島
武
郎
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
三
 
W
 

部
屋
の
 
中
 を
 
彼
れ
 
此
れ
と
 
見
廻
す
 
程
 も
な
 
く
、
 
勢
よ
 
く
 
食
堂
に
 
綾
き
 
た
る
 
戶
を
 
開
き
て
 
十
八
 
九
と
 
覺
し
 
き
こ
の
 
家
の
 
令
孃
 
出
で
 
來
 

ら
れ
、
 
父
 は
 仕
 か
け
た
 
る
 
仕
事
 
を
 終
る
 
ま
で
、
 
母
 は
 庖
厨
の
 
事
に
 
忙
 が
し
け
れ
ば
、
 
暫
く
 
待
 た
れ
た
 
し
と
て
 
臆
し
た
 
る
 色
 も
な
 
く
 
私
 

の
 側
に
 
座
 を
 
占
め
ら
れ
 
候
，
 T
 戰
爭
と
 
平
和
 

一 の
 
ナ
タ
リ
ア
 
.
！
 
私
の
 
最
も
 
好
む
 
女
性
の
 

一
人
 
—
—
 
を
 
私
 は
す
ぐ
 
聯
想
し
て
、
 
若
き
 
女
 

*  、 
、 
、
 
 

いた づ 

に
對
 
す
る
 
往
来
の
 
は
に
か
み
 
を
 忘
れ
 
申
 候
。
 
夫
人
に
 
會
ひ
令
 
孃
に
會
 
ひ
て
 
知
り
し
 
事
に
 
候
が
、
 

こ
の
 
家
に
 
て
 徒
ら
 
な
る
 
禮
儀
 
は
先
づ
 

以
て
 
禁
斷
と
 
見
え
 
候
。
 
如
何
に
し
て
 
父
 を
 知
り
、
 
父
の
 
如
何
な
る
 
書
物
 
を
讀
 
み
た
る
 
や
、
 
米
國
 
に
あ
り
 
し
と
な
ら
 
ば
 西
部
に
 
て
發
行
 

せ
ら
る
、
 
父
の
 
機
 關
雜
誌
 
【
炬
火
」
 
を
 見
た
 
る
 事
 あ
り
 
や
な
 
ど
、
 
矢
つ
 
ぎ
 早
に
 
誇
り
 
氣
も
 
な
く
、
 
遠
慮
 
も
な
 
く
、
 
問
 
は
れ
 
候
て
、
 
無
 

舉
 な
る
 
私
 は
 赤
面
す
べ
き
 
所
た
り
 
し
か
 
ど
、
 
知
ら
ぬ
 
事
 は
 知
ら
ぬ
 
と
 平
氣
で
 
答
へ
 
得
る
 
が
 自
分
な
が
ら
 
不
思
議
に
 
も
 
快
く
 
も
 
感
ぜ
ら
 

れ
申
 
候
。
 

物
の
 
三
十
 
分
 も
 
か
く
 
心
 置
き
な
 
く
 
語
り
合
 
ひ
 居
り
 
候
に
 
や
、
 
再
び
 
食
堂
と
の
 
通
 ひ
の
 
戶
 開
か
れ
、
 
更
に
 
飾
り
 
氣
 な
き
 
ク
 
ロ
ボ
 
ト
キ
 

ン
氏
は
 
「
長
く
 
待
た
 
し
た
ね
」
 

と
 氣
輕
に
 
云
 
ひ
な
が
ら
 
這
 入
り
 
来
ら
れ
 
候
。
 
豫
 
て
寫
眞
 
に
て
 
見
覺
 
え
た
る
 
通
り
の
 
容
貌
に
 
候
。
 
驚
く
 

ベ
く
 
廣
く
 
高
き
 
額
、
 白
く
 
垂
れ
た
 
る
 鬚
髯
、
 
厚
み
 
あ
る
 
正
し
き
 
輪
廓
の
 
鼻
眼
鏡
の
 
臭
に
 
あ
り
て
 
輝
く
 
灰
色
の
 
眼
、
 
寫
眞
 
に
て
 
窺
 
ひ
 得
 ざ
 

り
し
 
も
の
 
は
 健
康
と
 
淸
 潔
な
る
 
生
涯
と
 
を
 裏
書
き
す
 
る
つ
 
や
/
 
\
 
し
き
 
皮
膚
の
 
色
、
 
厚
く
 
大
き
く
 
溫
 か
き
 
男
々
 
し
き
 
掌
、
 
荒
海
の
 
唯
 

お ほ 

中
に
 
立
つ
 
嚴
の
 
如
く
 
六
十
 
幾
年
の
 
辛
酸
 
艱
苦
に
 
鍊
へ
銶
 
へ
し
 
廣
 や
か
に
 
も
 
厚
味
 
あ
る
 
胸
 を
 掩
ふ
單
 
純
、
 
他
の
 
奇
 な
き
 
平
民
の
 
服
。
 
挨
 

拶
の
手
 
を
 
堅
く
 
握
ら
れ
て
 
私
の
 
眼
 は
 端
な
 
く
も
 
淚
 
に
う
る
 
ほ
ひ
 
申
し
 
候
。
 

令
嬢
の
 
庖
厨
に
 
退
き
し
 
後
一
 
一
人
 は
 差
 向
 
ひ
に
 
相
 成
 候
が
、
 
私
 は
 何
に
も
 
勝
り
て
 
自
分
が
 
慮
外
の
 
臆
病
者
に
 
て
 暗
中
摸
索
に
 
う
め
き
 

居
る
 
精
神
的
 
乞
食
な
る
 
事
 を
 
知
り
て
 
い
た
^
き
 
度
く
、
 
先
づ
 
そ
の
 
事
よ
り
 
申
出
で
 
候
に
、
 
氏
 は
 好
意
 
を
 
こ
め
て
 
微
笑
み
な
が
ら
、
 

私
 

の
 傷
 を
 
や
さ
し
く
 
撫
で
 
下
さ
れ
 
申
 候
。
 
是
れ
に
て
安
心
の
臍
を
固
め
話
は
色
々
 
さ
ま
-
^
 
の
事
に
移
り
行
き
候
。
 

唯
 氏
の
 
申
さ
る
、
 

は
 自
分
の
 
主
義
の
 
外
に
 
出
づ
る
 
事
な
 
く
、
 
日
本
に
 
於
け
 
る
社
會
 
主
義
 
運
動
の
 
現
狀
 
な
ど
 
事
細
か
に
 
尋
ね
ら
れ
 
候
が
、
 
か
く
の
 
如
き
 
事
 



書
き
連
ね
 

候
 

は
 

5-
、 

本
誌
の
 

發
寶
 

禁
止
と
 

な
る
べ
き
 

事
 

眼
前
に
 

付
き
、
 

足
下
の
 

御
注
意
 

も
 

あ
り
し
 

事
 

な
れ
ば
 

一 
切
^
 

略
に
 

附
し
巾
 

候
。
 

こ
 

の
 

事
 

不
本
意
に
 

思
 

は
れ
 

候
 

讀
者
も
 

あ
ら
ば
、
 

责
は
 

〇
〇
 

と
 

中
す
 

者
に
 

有
 

之
 

候
 

ぼ
 

御
 

記
 

傥
可
被
 

下
 

候
。
 

話
の
 

込
み
入
り
 

候
に
 

つ
れ
、
 

又
 

私
が
 

讀
 

み
た
る
 

氏
の
 

著
書
 

殊
に
 

「
相
互
扶
助
 

論
」
 

に
對
 

す
る
 

問
に
 

答
 

ふ
る
 

爲
め
、
 

氏
 

は
 

私
 

を
 

伴
 

ひ
て
 

二
階
な
る
 

そ
の
 

書
 

齋
に
 

登
ら
れ
 

候
。
 

^
壁
 

は
 

天
 

井
に
 

と
ビ
 

く
ま
で
 

寄
 

物
に
 

蔽
 

は
れ
た
 

る
陰
氣
 

な
る
 

廣
1
1
 

に
て
、
 

そ
の
 

一
端
に
 

お
 

ゑ
ら
 

れ
 

た
る
 

長
椅
子
に
 

私
 

を
 

坐
ら
 

せ
 

自
分
 

も
 

近
々
 

と
 

座
 

を
 

占
め
て
、
 

さ
て
 

諄
々
 

と
說
 

明
の
 

勞
を
 

取
ら
れ
 

候
。
 

私
 

は
 

從
來
の
 

凡
て
の
 

境
 

遇
 

凡
て
の
 

傳
說
 

よ
り
 

切
り
放
さ
れ
、
 

英
國
に
 

居
る
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

も
 

忘
れ
、
 

日
本
人
な
る
 

事
 

を
 

忘
れ
、
 

こ
の
 

か：
：^
 

の
何
虑
 

如
何
な
る
 

地
點
 

に
あ
る
 

や
 

も
 

忘
れ
 

粱
 

て
、
.
'
 

老
 

親
の
 

膝
下
に
 

あ
る
 

柔
順
な
る
 

小
兒
の
 

如
く
に
、
 

そ
の
 

穩
 

か
な
る
 

慈
愛
に
 

あ
ふ
れ
た
 

る
 

一 IT
 

紫
に
 

聽
き
入
 

り 
候
。
 

「
未
だ
 

人
間
の
 

運
命
に
 

つ
き
て
 

深
く
 

考
へ
 

も
せ
す
 

激
し
く
 

働
き
 

も
せ
ざ
る
 

も
の
が
、
 

我
が
 

說
の
當
 

否
 

を
 

あ
げ
つ
ら
 

は
ん
と
 

や
。
 

か
、
 

る
 

人
 

は
 

唯
 

赤
面
せ
 

よ
、
 

而
 

し
て
 

默
 

せ
よ
」
 

と
 

氏
が
 

何
 

か
に
 

書
か
れ
た
 

る
 

事
な
 

ど
 

思
 

ひ
 

出
で
 

て
、
 

嚴
 

か
に
 

心
 

動
か
さ
れ
 

候
。
 

か
、
 

る
 

間
に
 

時
 

は
 

何
時
の
間
に
か
 

經
ち
候
 

ひ
け
ん
、
 

ノ
プ
ク
 

し
て
 

入
り
 

来
れ
る
 

令
嬢
の
、
 

晝
餉
の
 

ff
l 

意
 

成
り
た
り
 

と
 

齿
 

ぐ
る
に
、
 

二
人
 

は
 

驚
き
て
 

立
ち
上
 

ら
ん
と
 

致
せ
し
 

が
、
 

氏
 

は
 

思
 

ひ
 

出
で
 

た
る
 

事
 

あ
り
げ
 

に
 

書
架
 

を
 

漁
り
て
 

自
著
の
 

- 
 

Fi
el
ds
, 
 

Fa
ct
or
ie
s 
 

an
d 

W
o
r
k
s
h
o
p
s
"
 

を
拔
き
 

出
し
、
 

そ
れ
に
 

自
署
し
て
 

私
に
 

與
 

へ
ら
れ
、
 

日
本
に
 

歸
 

り
て
 

後
 

わ
が
 

著
書
 

を
飜
譯
 

せ
ん
と
な
 

ら
ば
 

余
 

は
 

喜
ん
で
 

君
 
に
 そ
の
 
勞
を
 
託
す
 
べ
し
と
 
申
 添
 
へ
 ら
れ
 
候
。
 

廣
 

か
ら
ぬ
 

食
堂
 

な
れ
 

ど
も
、
 

さ
す
が
に
 

快
く
 

食
事
 

を
な
 

さ
ん
に
 

は
事
缺
 

か
ぬ
 

用
意
 

あ
り
て
、
 

客
 

は
 

私
の
 

外
に
 

二
人
の
 

靑
^
.
 

紳
士
 

を
 

加
 

へ
 

居
り
 

候
。
 

か
 

\ 
る
 

も
て
な
し
 

を
 

受
け
ん
 

事
 

思
 

ひ
も
 

よ
ら
 

ざ
り
 

し
 

私
に
 

は
 

後
ろ
め
 

た
く
こ
そ
^
;
 

ぜ
ら
れ
 

候
 

ひ
し
に
、
 

夫
人
 

は
 

今；
！：
 

は
 

日
曜
日
 

な
れ
ば
 

娘
 

も
 

寄
宿
 

舍
 

よ
り
も
 

ど
り
 

居
り
、
 

こ
れ
な
る
 

親
し
き
 

友
 

を
 

招
き
 

あ
れ
ば
 

是
非
 

れ
と
勸
 

め
 

下
さ
れ
 

候
〕
 

贪
^
 

に
つ
 

け
る
 

一
家
の
 

睦
じ
 

さ
は
 

固
よ
り
に
 

候
。
 

普
通
な
ら
 

ば
 

露
西
亞
 

語
か
怫
 

語
の
 

用
ゐ
ら
 

る
、
 

事
と
 

思
 

ふ
に
、
 

今
日
は
 

私
の
 

爲
め
 

に
や
 

一
同
 

英
語
に
 

て
會
話
 

致
さ
れ
 

候
。
 

寄
宿
 

舍
の
 

ほ
と
り
 

を
 

毎
夕
 

飾
り
立
て
-
 

T 通
る
 

一
人
の
 

靑
年
 

あ
り
、
 

眼
 

を
 

あ
げ
て
 

少
女
 

等
に
 

秋
波
 

を
这
る
 

ダ 
e 
 

- 
ト 

キ
ン
 

C 
印
 
象
 
 

二
三
 

五
 



有
 
鳥
 
武
^
 
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

二
 三
方
 

あやえ 

い
ま
/
 
\
 
し
さ
に
、
 
昨
 曰
 
は
 枕
の
 
縫
目
 
を
 
ほ
ど
き
 
か
の
 
青
年
の
 
近
づ
く
 
を
 眼
が
 
け
て
 
二
階
の
 
窓
よ
り
 
な
げ
う
ち
 
し
に
、
 
過
た
.
 f
 鳥
の
 

羽
の
 
無
殘
に
 
散
り
 
立
つ
 
枕
 そ
の
 
肩
に
 
落
ち
て
、
 
積
 日
の
 
胸
の
 
つ
か
へ
 
一
時
に
 
晴
れ
た
り
 
と
、
 
令
嬢
の
 
語
り
 
出
で
-
心
地
 
よ
げ
 
な
る
 
顏
 

付
し
た
 
る
 時
な
 
ど
 
は
 食
卓
の
 
皿
 小
鉢
ま
で
 
笑
 
ひ
ど
よ
 
め
く
 
か
と
 
思
 
ふ
ま
で
に
 

一
座
 
は
 賑
ひ
申
 
候
。
 
か
-
る
 
折
は
老
 
主
人
 
も
老
 
夫
人
 
も
 

唯
髮
 
白
き
 
小
兒
に
 
候
。
 
幾
度
 
か
 死
 を
 も
て
 
脅
か
さ
れ
し
 
迫
害
の
 
跡
 は
何
處
 
に
ぞ
。
 
世
界
の
 
〇
〇
 
を
し
て
 
こ
の
 
人
 
一
人
 
あ
る
が
 
爲
 
め
に
 

にな 

枕
 高
き
 
を
 得
 ざ
ら
 
し
む
る
 
と
 
は
 思
 
ひ
も
 
よ
ら
す
。
 
人
類
の
 
或
る
 
意
志
 
を
 
一
 人
し
て
 
撸
 
へ
 る
 
そ
の
 
雙
 肩
の
 
い
か
に
 
輕
く
笑
 
ひ
に
 
動
き
 
候
 

事
よ
。
 
堅
き
 
信
仰
に
 
築
か
れ
 
淸
き
 
良
心
に
 
守
ら
れ
た
 
る
 家
の
 
中
に
 
も
 
私
 は
 未
だ
 
か
く
ば
 
か
り
な
る
 
自
由
 
は
 見
出
し
 
得
す
 
候
 
ひ
し
。
 

食
事
 
後
 露
西
亞
 
文
壇
の
 
事
な
 
ど
 
話
題
に
 
上
り
 
候
 折
、
 
ト
ル
ス
ト
イ
に
 
つ
き
て
の
 
意
見
 
を
 求
め
 
候
 
ひ
し
に
、
 
彼
と
 
は
 今
 も
 
兄
弟
に
 
劣
 

ら
ぬ
 
親
し
み
 
あ
り
。
 
さ
れ
 
ど
 余
 は
 彼
の
 
壯
年
 
時
代
の
 
思
想
に
 
最
も
 
共
鳴
 
を
感
 
す
る
 
も
の
な
 
り
。
 
彼
 は
 老
い
た
り
。
 
彼
の
 
信
仰
に
 
瞹
昧
 

な
る
 
神
祕
の
 
影
の
 
混
ぜ
ら
れ
 
た
る
な
 
ど
 
は
 
口
惜
し
き
 
事
な
 
り
。
 
か
く
ま
で
 
進
み
 
来
れ
る
 
文
化
 
は
 毀
つ
べ
き
 
も
の
に
 
あ
ら
す
 
善
用
す
 
ベ
 

き
も
の
な
 
る
に
、
 

そ
 を
お
 
し
な
べ
 
て
 罪
惡
視
 
す
る
 
は
 
心
得
す
な
 
ど
 申
さ
れ
 
候
。
 
氏
 は
又
當
 
時
露
國
 
よ
り
 
カ
ナ
ダ
に
 
移
住
せ
 
る
 
ド
ハ
 
ボ
 

1 
ル
 宗
徒
の
 
現
狀
 
に
っ
き
 
深
き
 
興
味
 
を
 
以
て
 
注
意
し
 
居
ら
れ
 
候
。
 
彼
等
の
 

一 圑
は
 
純
然
た
る
 
〇
〇
 
主
義
の
 
下
に
 
生
活
し
 
着
々
 
效
果
を
 

擧
げ
っ
 

X 
あ
り
と
 
申
さ
れ
、
 
尙
 委
し
く
 
そ
の
 
內
容
を
 
語
り
、
 
更
に
 
傍
ら
な
る
 
ピ
ア
ノ
 
を
 顧
み
て
 

「
余
 は
 音
 樂
に
對
 
し
て
 
熱
烈
な
る
 
愛
着
 

心
 を
 有
せ
り
。
 
せ
め
て
 
は
 
ー
臺
の
 
ピ
ア
ノ
 
を
 得
ん
 
と
 
願
 
ひ
し
 
事
 幾
年
な
 
り
し
 
ぞ
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
願
 
ひ
 は
渐
く
 
近
年
に
 
至
り
て
 
酬
い
ら
 

れ
 た
り
。
 
さ
れ
 
ど
 見
 給
へ
、
 

こ
の
 
樂
器
 
は
さ
し
て
 
上
等
な
る
 
品
に
 
あ
ら
す
、
 
七
十
 
ボ
ン
ド
 
(
約
 七
 百
圓
)
 
を
 値
せ
る
 
の
み
。
 
し
か
も
 
余
 

は
ニ
ケ
 
年
の
 
年
賦
に
 
て
 そ
の
 
價
を
 
消
却
せ
 
ざ
る
 
可
か
ら
 
す
。
 
余
の
 
頭
腦
と
 
知
識
と
 
は
 
一
 臺
の
 
ピ
ア
ノ
 
を
 得
て
 
生
を
樂
 
し
む
に
 
さ
へ
 
か
 

く
ば
 
か
り
の
 
苦
心
 
を
な
 
す
べ
き
 
程
 劣
等
な
 
り
と
 
は
 自
ら
 
も
 
思
 は
ざ
る
 
に
」
 
と
 
云
 ひ
て
 
一
笑
 を
 漏
ら
さ
れ
 
候
。
 
私
の
 
背
 は
 思
 は
す
 
冷
汗
 

に
す
 
く
み
 
申
 候
。
 

餘
り
 
長
居
し
た
 
り
と
 
思
 
ひ
て
 
二
 時
 頃
 暇
 を
 告
げ
て
 
玄
闢
に
 
出
で
 
候
處
、
 
一
家
の
 
人
々
 • 打
ち
連
れ
て
 
私
 を
 見
送
り
 
く
れ
ら
れ
 
候
。
 
「
こ
 



の
 

次
に
 

は
 

君
を
&
 

ン
 

ド
ン
に
 

伴
 

ひ
 

余
の
 

島
す
 

る
供
樂
 

部
の
 

人
々
 

に
 

紹
介
す
べ
し
。
 

君
 

は
 

更
に
 

學
ぶ
所
 

多
 

か
ら
ん
」
 

と
 

主
人
 

は
 

巾
さ
れ
 

候
。
 

夫
人
 

は
 

母
ら
 

し
く
 

私
の
 

家
の
人
々
 

の
 

有
様
な
 

ど
忙
 

が
し
き
 

中
に
 

も
 

尋
ね
ら
れ
 

候
て
、
 

故
郷
の
 

人
の
 

私
 

を
 

待
つ
 

ら
ん
 

出
な
 

ど
を
屮
 

添
 

へ
ら
れ
 

候
。
 

家
 

を
 

離
れ
て
 

見
 

か
 

へ
れ
ば
、
 

や
 

X 
暫
く
 

立
ち
去
り
が
 

て
に
 

私
 

を
 

見
送
れ
る
 

夫
人
の
 

白
衣
 

あ
ざ
や
か
に
^
 

に
お
り
 

候
。
 

美
し
き
 

卷
髮
 

持
ち
た
 

る
 

近
侍
と
 

し
て
 

皇
后
の
 

膝
に
 

眠
り
た
 

る
 

も
 

彼
に
 

候
。
 

贵
 

族
の
 

出
な
る
 

俊
才
と
 

生
 

ひ
 

立
ち
な
が
ら
！
：
^
 

の
經
ぉ
 

を
 

輔
翼
せ
 

ん
爲
 

め
に
 

は
、
 

自
ら
 

撵
ん
 

て
シ
 

ベ
リ
 

ャ
の
 

兵
營
に
 

身
を
笸
 

き
し
 

も
 

彼
に
 

候
。
 

地
質
 

協
會
の
 

有
力
な
る
 

s.
^:
 

と
し
て
 

フ
ィ
ン
 

ラ
ン
ド
に
 

探
檢
を
 

試
み
、
 

玆
に
 

始
め
て
 

思
想
の
 

廻
 

轉
期
を
 

得
た
 

る
 

も
 

彼
に
 

候
。
 

舞
踏
 

會
に
夜
 

を
 

更
か
し
て
 

そ
の
 

御
^
:
 

の
 

風
 

巧
の
 

巾
に
 

眠
れ
る
 

を
 

見
て
 

心
 

大
い
に
 

動
き
た
 

る
 

も
 

彼
に
 

候
。
 

意
 

を
 

決
し
て
 

貴
族
の
 

光
 

榮
と
資
 

產
と
を
 

抛
ち
 

去
り
 

チ
ヤ
 

ィ
コ
 

フ
ス
 

キ
 

ー 
祕
.
 

お
：
^
.
^
 

に
 

加
 

は
り
 

獄
に
 

投
ぜ
 

ら
れ
、
 

小
說
 

よ
り
 

奇
な
る
 

脫
獄
を
 

試
み
、
 

西
歐
の
 

天
地
に
 

乘
り
 

出
し
た
 

る
 

も
 

彼
に
 

候
。
 

雨
 

來
个
：
 

歐
洲
 

の：
；；
^:
 

の
 

中
に
 
寸
分
 
も
 
己
れ
 
の
 主
張
 
を
 曲
げ
す
、
 
將
來
に
 
於
け
 
る
 人
類
の
 
福
祉
 
S
 爲
 め
に
 
三
十
 
餘
 年
の
 
長
き
 
月
日
の
 
問
、
 
^
き
、
 
C
 
な
、
 
-1 じ

、
 

戰
ひ
、
 

愛
し
た
 

る
 

も
の
 

は
 

彼
に
 

候
。
 

私
 

は
 

汽
車
の
 

中
に
 

て
 

眼
に
 

淚
を
 

浮
べ
な
が
ら
、
 

そ
の
 

多
事
の
 

一
 

生
 

を
^
 

.
ぼ
 

致
攸
.
 

而
 

し
て
：
.
 

ム
ふ
 

W
 

か
ら
ざ
る
 

心
 

强
さ
を
 

感
じ
 

申
 

候
。
 

彼
の
 

與
 

へ
ら
れ
た
 

る
 

は
 

人
生
に
 

力
 

强
き
左
 

券
の
 

與
 

へ
ら
れ
た
 

る
に
 

て
 

候
。
 

彼
の
 

說
 

或
は
 

却
く
べ
く
 

或
は
 

惡
む
 

可
く
 

候
べ
 

し
。
 

そ
の
 

愛
 

腸
 

慈
心
 

は
 

我
等
 

人
類
 

一
般
の
 

寳
玉
 

に
て
 

候
な
 

り
。
 

私
 

は
 

本
誌
の
 

前
號
に
 

與
谢
野
 

女
史
が
"
 

ダ
ン
 

を
 

訪
れ
 
給
へ
 
る
 
記
事
き
 
讀
み
、
 
佛
國
 
民
が
 
天
才
 
を
 遇
す
る
 
道
の
 
到
れ
り
 
盡
 
せ
る
 
を
 見
て
 
嬉
し
く
 
思
 
ひ
 候
 
ひ
し
が
、
 
今
 
こ
の
 
記
 $
 を
 卞：" く

 

に
當
 
り
、
 
二
 氏
の
 
境
遇
の
 
餘
 り
な
る
 
相
違
に
、
 
同
じ
 
世
 同
じ
 
時
に
 
有
り
得
べ
き
 
S- か

と
^
 
ひ
 迷
 
ふ
ば
 
か
り
に
 
候
。
 
さ
れ
 
ど
 S
 す
る
 
所
 

ロ
ダ
ン
の
 
酬
 
い
ら
れ
た
 
る
 
も
よ
 
き
 事
に
 
候
。
 
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
 
酬
 
い
ら
れ
ざ
る
 
も
 
亦
よ
 
き
 事
に
 
候
べ
 
し
。
 
天
才
の
^
;
 
s
 に
 比
し
て
 
は
 

酬
い
ら
 
る
 
X 
も
酬
 
い
ら
れ
ざ
る
 
も
餘
 
り
に
 
些
々
 
た
る
 
小
事
 
件
に
 
過
ぎ
す
 
候
べ
 
し
。
 
さ
は
れ
 
ク
 

口 
ボ
 
ト
キ
 
ン
が
靑
 
年
の
 
顷
西
歐
 
よ
り
^
 

壇
の
 
天
才
の
 
来
る
 
每
に
必
 
す
そ
の
 
演
奏
に
 
臨
み
 
候
て
、
 
殆
ん
ど
 
そ
の
 
樂
聲
に
 
熱
狂
し
 
己
が
 
思
想
に
 

ffi 斛
の
 
燃
材
を
 
加
へ
 
た
り
て
 

ふ，：：： 

叙
傳
の
 

一
 節
 を
 
思
 
ひ
 出
し
 
候
 毎
に
、
 
私
 は
 今
で
も
 
彼
の
 
隠
棲
に
 

一
 臺
の
 
美
し
き
 
ピ
ア
ノ
 
を
 加
へ
 
て
 上
げ
 
た
し
と
 
念
ぜ
ぬ
 
が
 は
 無
 之
 

ク 
b 

ボ
ト
 

キ
ン
り
 

e 
象
 
 

二
三
 

七
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
三
 

八
 

候
。
 

. 

そ
の
後
 

私
 

は
 

故
國
に
 

向
っ
て
 

旅
立
ち
、
 

復
た
斯
 

の
な
 

つ
か
し
き
 

家
 

を
訪
る
 

\ 
機
 

會
は
摑
 

ま
す
に
 

終
り
 

候
。
 

日
本
に
 

歸
り
な
 

ば
 

記
念
 

の
爲
 

め
に
 

氏
の
 

著
書
 

を
譯
 

さ
ん
 

も
の
と
 

存
候
 

ひ
し
が
、
 

怠
り
の
 

心
に
 

か
ま
け
 

て
 

そ
れ
す
ら
 

成
し
遂
げ
 

居
ら
す
 

候
。
 

酬
い
る
 

事
な
 

く
受
 

け
て
 

の
み
 

あ
る
 

私
 

は
 

今
 

も
な
 

ほ
 

精
神
的
 

乞
食
の
 

徒
に
 

過
ぎ
す
 

候
な
 

り
。
 

早
々
。
 

(一
 

九
 

一 
六
 

年
 

七
月
 

「
新
潮
」
 

所
載
)
 



惠
迪
寮
 
諸
兄
。
 

嘗
て
 
寮
に
 
居
た
 
事
の
 
あ
る
 
因
緣
 
か
ら
、
 
今
年
 
出
る
 
寮
歌
 
集
に
 
序
 を
 書
け
 
と
 
云
 ふ
 御
 依
賴
を
 
受
け
ま
し
た
。
 
そ
れ
に
 
應
 す
る
と
 
云
 
ふ
 

事
 は
、
 
現
在
 
大
擧
と
 
直
接
の
 
交
 涉
を
繫
 
い
で
 
居
な
い
 
私
に
 
取
っ
て
、
 
偕
 越
の
 
事
 だ
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
然
し
 
私
 は
、
 
こ
の
 
機
會
 
を
與
 
へ
て
 

下
さ
っ
た
 
諸
兄
の
 
御
 厚
意
 
を
 捨
て
去
る
 
に
 忍
び
ま
せ
ん
。
 

潜
 越
と
 
知
り
つ
-
筆
 
を
 取
る
 
我
儘
 
を
 許
し
て
 
下
さ
い
。
 

半
年
ば
 
か
り
の
 
短
日
月
で
 
は
あ
っ
た
 
が
、
 
私
 も
 寮
の
 
鈸
を
食
 
ひ
、
 
寮
の
 
寢
臺
 
に
寢
 
た
も
の
で
 
す
。
 
私
の
 
部
：
^
 
は
^
お
の
 
二
階
の
 
西
 

の
 隅
で
、
 
其
處
 
か
ら
 
每
日
 
手
稻
 
山
の
 
後
ろ
に
 
落
ち
る
 
夕
日
 
を
拜
む
 
事
が
 
出
来
ま
し
た
。
 

而
 し
て
 
祭
 生
 諸
兄
 
は
 私
 を
 齢
の
 
遠
っ
た
 
友
 建
 

と
し
て
 
取
扱
っ
て
 
吳
れ
 
ま
し
た
。
 

一
 緖
に
圓
 
山
の
 
雪
 JJ り

に
 
も
 行
き
、
 

一
緒
に
 
鷄
の
雛
 
を
盜
む
 
鼠
賊
の
 
征
伐
 
も
し
、
 
討
論
 
會
 
に
は
議
 

長
に
 
祭
り
上
げ
ら
れ
て
 
散
々
 
油
を
搾
ら
れ
、
 
食
堂
で
 
は
 
ー
茱
に
 
舌
鈹
を
 
打
っ
て
 
釵
の
喰
 
ひ
 競
べ
 
も
し
ま
し
た
。
 

そ
の
 
g
 惊
は
 
今
で
も
 

眼
に
 
見
る
 
樣
に
 
頭
の
 
中
に
 
烙
き
 
付
け
ら
れ
て
 
居
ま
す
。
 
然
し
 
時
 は
 過
ぎ
て
 
消
え
ま
し
た
。
 

そ
れ
 
を
 思
 
ふ
と
 
不
思
議
に
 

c: 分
の
 
過
去
が
 

な
つ
か
し
ま
れ
ま
す
。
 

今
 寮
に
 
あ
る
 
諸
兄
の
 
上
に
 
も
 纏
て
 
私
と
 
同
様
な
 
經
驗
が
 
到
来
す
 
る
 事
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
惠
迪
寮
 
は
 幾
 kn 幾

千
の
 
人
の
 
若
盛
り
の
^
 
念
 

.5 たづ 

碑
で
す
。
 

其
處
 

に
も
 

毎
夜
と
 

も
さ
れ
る
 

灯
の
 

光
 

は
、
 

爲
す
事
 

も
な
 

く
 

徒
ら
に
 

老
い
た
 

人
々
 

に
と
 

つ
て
 

如
何
に
 

痛
烈
な
 

鞭
撻
で
 

あ
り
ま
 

せ
う
。
 

諸
兄
の
 

今
 

あ
る
 

や
う
な
 

美
し
い
 

强
ぃ
 

躍
進
 

的
な
 

時
期
が
 

一
生
の
 

中
に
 

幾
度
 

現
 

は
れ
 

出
る
 

で
せ
 

う
か
。
 

^
の
 

出：
：：
 

は
 

入
口
よ
り
 

大
き
い
 

に
 

遠
 

ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
 

然
し
 

諸
兄
が
 

一
度
 

そ
の
 

出
口
か
ら
 

外
に
 

歩
 

を
 

移
す
 

と
、
 

そ
の
 

大
き
な
 

出
口
 

さ
へ
 

も
苒
び
 

兄
 

を
迎
へ
 

入
る
べ
く
 
餘
 り
に
 
小
さ
な
 
門
と
 
な
る
 
の
で
 
は
あ
り
ま
す
ま
い
 
か
。
 
私
 は
 諸
兄
の
 
若
盛
り
 
を
 祝
し
 
ま
す
。
 
而
 し
て
 
諸
兄
が
 
此
の
 
時
期
の
 

惠
迪
寮
 

寮
 

奴
 

集
 
序
 
 

二 
 

l!
;f

- 



有
^
 

武
 

郎
仝
笾
 

第
五
卷
 
 

二
 

四
 

0
 

た
め
.
 に
 最
上
 
最
善
の
 
滿
足
を
 
求
め
ら
れ
ん
 
事
 を
 
祈
り
ま
す
。
 

マ
セ
ド
 

ン
の
 

フ
ィ
リ
ッ
プ
 

王
の
 

所
に
、
 

或
る
 

老
婆
が
 

行
っ
て
 

訴
 

へ
ま
し
た
。
 

王
 

は
 

忙
し
い
 

か
ら
 

そ
ん
な
く
 

だ
ら
ぬ
 

訴
へ
 

を
聽
く
 

暇
が
 

な
い
 

と
 

担
み
 

ま
し
た
。
 

老
婆
 

は
 

怒
っ
て
，
 

訴
へ
 

を
聽
く
 

暇
が
な
い
 

位
な
ら
 

王
に
 

な
っ
て
 

る
 

暇
 

も
な
い
 

箬
 

だ
と
 

申
し
た
 

と
 

云
 

ひ
ま
す
。
 

諸
兄
 

は
 

フ
ィ
リ
ッ
プ
で
 

は
な
い
 

け
れ
ど
も
、
 

今
 

王
者
の
 

權
 

威
と
 

大
望
と
 

を
懷
 

い
て
 

居
ま
す
。
 

私
 

は
 

老
婆
で
 

は
な
い
 

け
れ
ど
も
、
 

衷
心
 

か
 

ら
 

此
の
 

訴
へ
 

を
し
 

ま
す
。
 

王
者
 

を
 

以
て
 

任
す
 

る
 

諸
兄
 

は
 

私
に
 

耳
を
貸
し
て
 

下
さ
る
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

(1 
九
 

一 六
 
年
 
四
月
)
 



九
 

一
七
 

年
 

「
聖
 
書
」
 
の
 
權

威

，

 

 

- 

私
に
 

は
 

口
幅
っ
た
い
 

云
 

ひ
 

分
か
 

も
 

知
れ
ま
せ
ん
 

が
、
 

聖
書
と
 

云
 

ふ
 

外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

聖
書
が
 

私
 

を
^
も
 

感
 

勅
せ
 

し
め
た
つ
 

t*
 

矢
 

張
り
 

私
の
 

靑
年
 

時
代
で
 

あ
つ
た
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

人
に
 

は
、
 

性
の
 

要
求
と
 

生
の
 

疑
問
と
 

に
壓
 

倒
さ
れ
る
 

荷
 

を
 

負
 

は
さ
れ
 

る
 

青
^
と
 

云
 

ふ
 

時
 

あ
 

力
あ
り
ま
す
。
 

私
の
 

心
の
中
で
 

は
 

聖
書
と
 

性
慾
と
 

が
 

激
し
い
 

爭
闘
 

を
し
 

ま
し
た
。
 

藝
術
 

的
の
 

衝
，
 

は
も
 

愁
 

こ
.
^
^
 

し
、
 

リ
 

の
 

衝
動
 

は
 

聖
書
に
 

加
：
 

摇
 

し
ま
し
た
。
 

私
の
 

熱
情
 

は
 

そ
の
 

問
 

を
 

ど
う
 

調
和
す
べ
き
 

か
 

を
 

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

而
 

し
て
お
 

み
ま
し
 

ヒ。
 

そ
の
 

頃
の
 

聖
書
 

は
 

如
何
に
 

強
烈
な
 

權
戚
を
 

以
て
 

私
 

を
 

感
動
し
 

ま
し
た
ら
 

う
。
 

聖
書
 

を
 

M
 

か
ら
 

隅
に
ま
で
 

す
が
り
つ
い
て
 

凡
て
の
 

誘
 

ま
 

に
對
 

す
る
 

唯
 

一
 

の
 

武
器
と
 

も
 

鞭
撻
と
 

も
 

頼
ん
だ
 

そ
の
 

頃
 

を
 

思
 

ひ
や
る
 

と
 

立
脚
の
 

危
 

さ
に
 

肉
が
.
^
 

き
ま
す
。
 

私
の
 

聖
書
に
 

對
 

す
る
 

感
動
 

は
 

そ
の
後
 

薄
ら
い
だ
 

で
せ
 

う
か
。
 

さ
う
 

だ
と
 

も
 

云
へ
 

ま
す
。
 

さ
う
 

で
な
い
 

と
も
；
.
 

ム
 

へ
ま
す
 

C 
聖
寄
 

の.
！ 

r 

容
を
 

生
活
と
 

し
っ
か
り
 

結
び
付
け
て
 

讃
む
 

時
に
 

今
で
も
 

驚
異
の
 

眼
 

を
 

張
り
 

感
動
せ
 

す
に
 

居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

然
し
 

今
.
 

义
 

は
ル
，
 

欲
 

p:
r:
: 

て 

か
け
て
 

寬
貞
 

者
で
 

な
い
や
う
 

に
、
 

^
書
に
 

對
 

し
て
も
 

フ
ァ
 

ナ
テ
ィ
 

ッ
ク
 

で
は
な
く
な
 

り
ま
し
た
。
 

こ
れ
 

は
惡
ぃ
 

事
で
 

あ
り
 

又
い
、
 

事
 

で
し
た
。
 

樂
園
を
 

出
た
 

ア
ダ
ム
 

は
又
樂
 

園
に
 

歸
る
事
 

は
出
來
 

ま
せ
ん
。
 

其
 

慮
に
 

は
 

何
等
か
の
 

意
味
に
 

於
て
 

自
ら
 

額
に
 

汗
せ
 

ね
ば
な
ら
 

ぬ
 

生
活
が
 

待
っ
て
 

居
ま
す
。
 

私
自
身
の
 

地
上
 

生
活
 

及
び
：
 

大
上
 

生
活
が
 

開
か
れ
 

始
め
ね
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

か
う
 

云
 

ふ
 

所
ま
で
 

來
て
 

見
る
 

と
 

聖
書
か
ら
 

嘗
て
 

得
た
 

感
動
 

は
 

波
の
 

遠
 

一
昔
の
 

や
う
に
 

絶
え
す
 

私
 

Q
 

心
^
 

を
 

打
っ
て
 

居
ま
す
。
 

神
舉
 

と
傳
說
 

か
ら
 

切
り
放
さ
れ
た
 

な
 

の
 

姿
が
 

お
ぼ
ろ
な
が
ら
 

私
の
 

心
の
 

屮
に
 

描
か
れ
て
 

來
 

る
の
 

を
 

覺
 

え
ま
す
。
 

感
動
の
 

潜
入
と
 

で
も
 

云
 

へ
ば
い
.
，
 

の
で
す
 

か
。
 

「樂
- 

書
」
 
の
攉
威
 
 

二 
 

q 
一 



^
岛
武
 
郎
仝
第
 

^
五
 
§
 
 

二
 ド
ニ
 

化
と
 
云
っ
て
も
 
私
 を
强
く
 
感
動
さ
せ
る
 
も
の
 
は
 大
き
な
 
藝
 術
で
す
。
 
然
し
 
聖
書
の
 
內
容
は
 
畢
竟
 
凡
て
の
 
藝
術
 
以
上
に
 
私
 を
 動
か
し
 

ま
 
T
。
 
藝
 術
と
 
宗
敎
と
 
を
併
說
 
す
る
 
私
の
 
態
度
が
 
間
遠
っ
て
 
ゐ
る
 
の
か
、
 
聖
書
 
を
 
一
 箇
の
藝
 
術
と
の
 
み
 見
得
な
い
 
私
が
 
間
違
っ
て
 
ゐ
 

る
の
 
か
 私
 は
 知
り
ま
せ
ん
。
 

(
一
九
 

一 七
 年
 
一 月

、
 「
^
潮
」
 
所
載
)
 



再
び
 

口
 

ダ
 

ン
 

先
生
に
 

就
て
 

こ
の
 

前
の
 

日
曜
日
に
 

現
 

は
れ
た
 

文
藝
襴
 

中
に
 

私
の
 

述
べ
た
 

事
の
 

筆
記
が
 

揭
 

載
さ
れ
 

た
。
 

そ
の
 

全
文
 

は
 

私
 

を
 

驚
か
し
 

且
 

つ
 

苦
し
め
 

た
。
 

私
 

は
 

自
分
の
 

不
用
意
 

を
恥
づ
 

る
と
 

共
に
 

口
か
ら
 

耳
へ
 

傳
 

へ
ら
れ
る
 

事
の
、
 

如
何
に
 

心
 

も
と
な
い
 

も
の
で
 

あ
る
か
 

を
し
 

み
，
^
.
 

と
 

思
 

ひ
 

知
っ
た
。
 

私
 

は
 

本
 

羝
の
讀
 

者
が
 

a 
ダ
ン
 

先
生
の
 

名
 

譽
の
爲
 

め
に
あ
の
 

記
事
の
 

全
部
 

を
 

記
憶
か
ら
 

こ
そ
ぎ
 

取
ら
れ
る
 

事
 

を
 

願
 

ひ
^
 

む
。
 

私
 

は
 

自
分
の
 

力
 

以
下
の
 

も
の
 

を
 

或
は
 

批
評
す
 

る
 

事
が
 

出
來
 

よ
う
。
 

そ
れ
す
ら
が
 

恐
ろ
し
い
 

事
で
 

あ
る
。
 

C 
ダ
ン
の
 

や
う
な
：
：
：
：
^
 

に
 

對
し
 

私
が
 

な
し
 

得
る
 

所
 

は
 

軍
に
 

敬
意
 

を
 

籠
め
 

た
 

ap
i 

rc
ci
at
ic
m 

の
 

外
に
 

出
る
 

事
が
 

出
來
 

な
い
。
 

大
膽
 

不
敵
な
 

比
^
^
;
 

せ
が
 

T
 

し
と
^
 

し
ま
う
 

と
も
 

私
 

は
か
う
 

し
た
 

態
度
 

を
變
 

へ
 

る
 

事
が
 

出
來
な
 

い
。
 

先
生
 

は
 

一
 

つ
の
 

世
界
で
 

あ
る
。
 

創
造
 

は
 

そ
の
 

胎
 

か
ら
 

生
れ
 

出
る
。
 

外
周
 

は
 

嘗
て
 

そ
の
 

創
造
の
 

ぎ
、
 

仏
と
 

な
る
 

事
が
 

出
來
，
 

H 
か
っ
た
。
 

「
鼻
の
 

缺
 

け
た
 

男
」
 

が
 

出
て
か
ら
 

「
海
 

妖
の
 

首
」
 

に
 

至
る
 

ま
で
の
 

凡
 

て
 

は
 

そ
れ
 

全
體
に
 

於
て
 

一
 

つ
の
 

仕
事
で
 

あ
る
。
 

こ
、
 

こ 
一 

つ
の
 

か
し
こ
 
 

こ 
W 

仕
事
が
 

あ
り
 

彼
 

處
に
ー
 

つ
の
 

仕
事
が
 

あ
る
の
で
 

は
な
い
。
 

そ
れ
ほ
ど
 

内
部
的
に
 

統
一
 

さ
れ
た
 

創
造
で
 

あ
る
 

C 
船
ゲ
设
 

も
外
緣
 

的
に
 

は
ァ
 

ル
 

ヌ
 

ー 
ボ
 

ー 
を
 

暗
示
す
 

る
 

や
う
な
 

技
巧
 

(
例
へ
ば
 

to
ll
st
e 
 

de
  

M
a
d
i
 
 

M
o
r
l
a
 
 

V
i
c
u
n
h
a
 

だ
の
 

L
e
 
 

Po
et
e 
 

et
  

la
  

M
u
s
e
 

の
 

や
う
な
)
 

を
 

人
が
^
 

出
さ
う
 

と
も
、
 

そ
れ
 

は
 

作
物
 

內
 

部
の
 

生
命
 

を
 

少
し
も
 

か
き
 

亂
す
事
 

は
 

出
来
な
い
。
 

私
 

は
 

自
分
の
 

趣
向
の
 

上
か
ら
 

先
生
の
 

藝
 

術
が
 

ゴ
 

シ
ッ
 

ク
藝
 

術
の
 

銃
 

流
に
 

棹
し
て
 

居
る
 

ら
し
い
 

の
 

を
 

非
常
に
 

嬉
し
く
 

S
 

ふ
。
 

^=
^,
3:
 

の
 

藝
術
は
 

希
臘
に
 

於
て
 

そ
の
 

精
華
 

を
 

極
め
 

盡
 

し
た
。
 

近
代
 

歐
洲
 

文
化
の
 

源
 

頭
 

を
な
 

す
文
爇
 

復
興
 

期
の
 

藝
術
は
 

人
の
、
 

レ
を
^
 

か
す
^
の
 

さか 

肛
麗
を
 

以
て
 

榮
ぇ
 

は
し
た
 

け
れ
ど
も
 

複
雜
 

極
ま
る
 

そ
の
 

分
化
の
 

水
準
 

は
畢
竞
 

希
臘
藝
 

術
の
 

そ
れ
 

を.
， 

凌
ぐ
 

荜
 

は
出
來
 

な
い
。
 

こ
れ
に
 

び
。
 

ダ
ン
 

先
生
に
 
就
て
 
 

二
 

冯ー
； 

一 



有
 
岛
武
郎
 
仝
 
第
 
笫
五
卷
 
 

二
 

し
て
 
ゴ
シ
ッ
 

ク
 文
化
 
は
 狭
い
^
 
所
に
 
行
 は
れ
 
發
 達
の
 
中
途
に
 
摧
 か
れ
て
 
し
ま
っ
た
。
 
誰
も
が
 
そ
の
 
育
ち
行
く
 
末
の
 
如
何
な
る
 
も
の
で
 

あ
る
か
 
を
 見
極
め
な
い
 
中
に
 
瞎
史
の
 
表
面
か
ら
 
姿
を
隱
 
し
た
。
 
然
し
な
が
ら
 
こ
の
 
文
化
の
 
素
質
 
は
 根
强
く
 
歐
洲
人
 
殊
に
 
佛
國
 
人
の
 
心
 

の
 中
に
 
宿
っ
て
 
居
て
 
し
か
も
 
古
典
的
 
文
化
の
 
所
有
し
 
な
い
 
幾
多
の
 
特
色
 
を
 包
蔵
し
て
 
居
た
。
 
そ
れ
が
 
超
凡
な
。
 
ダ
ン
 
先
生
の
 
天
才
 
を
 

緣
 と
し
て
 
再
び
 
私
共
の
 
眼
の
 
前
に
 
崇
高
な
 
現
 は
れ
 
を
 見
せ
た
 
の
 だ
。
 
人
 問
と
 
そ
の
 
所
作
と
の
 
有
機
的
な
 

一
致
、
 
徹
底
し
た
 
自
然
の
 
表
 

現
、
 
屬
性
を
 
撥
 無
し
た
 
端
的
な
 
美
、
 
灼
熱
し
た
 
生
活
が
 
將
來
 
す
る
 
直
覺
、
 
苦
愤
 
に
ま
で
 
迫
る
 
無
 劫
の
 
發
展
，
 

昆
 窮
め
ら
れ
た
 
現
象
の
 

直
後
に
 
厳
存
す
 
る
祌
祕
 
I
I
 
そ
れ
 
等
 は
 
ゴ
シ
ッ
 

ク 
文
化
の
 
特
色
で
あ
っ
た
。
 

而
 し
て
 
そ
の
 
凡
て
が
 
色
 濃
く
 
も
 
先
生
の
 
藝
 術
に
 
染
め
ぬ
 

か
れ
て
 
居
る
 
の
 を
 私
 は
感
ゃ
 
る
"
 
而
 し
て
 
私
 は
 崇
敬
と
 
感
激
に
 
滿
 さ
れ
る
。
 

天
才
が
 
し
っ
か
り
 
摑
む
 
窮
極
の
 
實
 在
は
大
 
な
る
 
常
 酷
で
 
あ
る
 
こ
と
 
を
 私
 は
 

u ダ
ン
 
先
生
の
 
藝
術
 
に
よ
っ
て
 
彭
 
へ
ら
れ
る
 

^
は
 
何
 

と
 
云
ふ
宏
 
た
な
 
接
觸
^
 
を
 有
し
て
 
居
る
 
だ
ら
 
う
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
接
觸
 
面
は
內
 
部
か
ら
 
充
擴
 
す
る
 
絶
大
の
 
力
に
 
よ
っ
て
 
太
陽
の
 
如
く
 
張
 

り
 
切
っ
て
 
光
っ
て
 
g
 
る
。
 
銳
角
 
は
何
處
 
に
も
な
い
。
 

否
、
 
銳
 角
は
餘
 
り
に
 
無
數
 
で
あ
る
、
 

そ
の
 
尖
端
の
 
竝
列
が
 
人
に
 
滑
ら
 
力
な
 
手
觸
 

り
 
を
 m
 ハ
へ
 
る
ま
で
に
。
 

ピ
ュ
 
ビ
ス
.
 
ド
：
 ン
ャ
バ
 
ン
ヌ
も
 
宏
大
な
 
接
 觸
面
を
 
有
し
て
 
居
た
。
 
然
し
 
面
の
 
彈
カ
は
 
ロ
ダ
ン
 
先
生
の
 
そ
れ
に
 
比
 

ベ
る
 
と
 
緩
ん
で
 
居
た
 
と
 
私
に
 
は
 思
へ
 
る
。
 

ュ 
ー 
ゴ
，
 -
も
 
宏
大
た
 
接
 觸
面
を
 
有
し
て
 
居
た
。
 
然
し
 
そ
の
 
面
に
 
は
 不
思
議
な
 
歪
み
が
 
あ
つ
 

た
 と
め
こ
，
 
は
 思
へ
 
る
，
 
佛
國
 
近
代
の
 
巨
匠
の
 
中
で
 
は
 私
の
 
よ
く
 
知
ら
な
い
 
バ
ル
 
ザ
ッ
 
ク
が
獨
 
り
 
先
生
と
 
肩
 を
な
ら
 
ベ
 得
る
 
の
で
 
は
な
 

き 
は 

か
ら
う
 
か
。
 
私
 は
な
 
ほ
 此
の
 
事
 を
 
窮
め
て
 
見
た
い
。
 

先
生
 
の
藝
 
術
が
 
將
來
 
如
何
な
る
 
製
作
の
 
發
足
點
 
と
な
り
 
如
何
な
る
 
製
作
 
を
 
生
み
出
す
 
で
あ
ら
う
 
か
。
 
不
學
は
 
私
に
 
そ
れ
 
を
 知
る
 
t
 

を
 許
さ
ぬ
。
 
私
 は
 
そ
の
 
委
曲
 
を
說
き
 
得
る
 
人
の
 
敎
へ
を
 
受
け
た
い
 
と
 
思
 
ふ
。
 
唯
 先
生
の
 
創
造
し
た
 
藝
 術
の
 
後
ろ
に
 
潜
む
 
氣
棄
が
 
如
何
 

に
 未
来
 
を
 導
く
 
か
に
つ
 
い
て
 
は
 1
 が
な
が
ら
 
私
な
 
り
の
 
豫
覺
を
 
感
ぜ
す
 
に
 は
 居
ら
れ
な
い
。
 
現
代
 
文
化
の
 
破
產
を
 
促
進
す
 
る
 も
の
 
而
 

し
て
 
そ
の
 
破
 產
の
跡
 

こ 新
し
い
 
文
化
 
を
 樹
立
す
 
る
 
も
の
 
は
こ
の
 
氣
稟
 
で
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
先
生
 
は
た
し
 
か
に
 
王
冠
と
 
笏
と
 
を
摑
ん
 



だ
。
 

然
し
 

彼
の
 

君
臨
す
べ
き
 

領
土
 

は
 

そ
の
 

忠
實
な
 

一
味
 

徒
黨
 

に
よ
っ
て
 

徐
ろ
に
 

切
り
 

靴
 

か
れ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

だ
ら
 

う
。
 

韋
大
 

な
る
 

反
逆
 

者
の
 

陰
謀
の
 

上
に
 

祝
福
 

あ
れ
。
 

前
の
 

日
曜
日
の
 

記
事
 

を
 

讀
ん
だ
 

高
 

村
 

光
太
 

郞
氏
は
 

直
ぐ
 

私
に
 

親
切
な
 

乎
 

紙
 

を
^
 

つ
て
 

下
す
 

つ
た
。
 

tl
 

ダ
ン
 

先
^
の
 

爲
め
 

に
^
;
^
 

よ 

誤
謬
 

を
 

も
 

見
逃
す
ま
い
 

と
す
る
 

氏
の
 

眞
摯
な
 

態
度
 

は
殆
 

ん
ど
淚
 

に
ま
で
 

私
 

を
 

動
か
し
た
。
 

「
白
樺
」
 

に
訂
 

K
 

文
 

を
 

書
か
う
 

と
し
て
 

居
た
 

^
は
 

氏
の
 

手
羝
を
 

見
て
か
ら
 

思
 

ひ
か
へ
 

し
て
 

本
紙
の
 

上
に
 

短
文
 

を
 

掲
げ
る
 

事
に
 

す
る
。
 

こ
の
 

文
が
 

氏
を
滿
 

足
せ
し
 

む
る
 

か
 

否
か
 

を
 

私
 

は
 

知
ら
な
い
。
 

私
 

は
 

唯
 

氏
に
 

感
謝
の
 

意
 

を
 

表
す
る
 

た
め
に
 

こ
れ
 

だ
け
の
 

事
 

を
 

書
き
 

添
へ
 

る
。
 

0 
ダ
ン
 

先
生
の
 

危
篤
が
 

傳
 

へ
ら
れ
て
か
ら
 

一
 

週
^
 

は
 

事
な
 

く
 

過
ぎ
た
。
 

訛
傳
 

で
あ
れ
と
^
 

な
が
ら
 

私
 

も
 

肝
る
。
 

へ 
一
九
 

ーヒ
；.
；.
1 

一-
 

リ.
： 

Z 
〈
「
誠
^
 

新
-
 

s
.
n
^
 

附
錄
所
 

救
 

j
 

再
び
 

ダ
 

ン 
先
生
に
 

就
て
 

二
 

四
 

五
 



有
ね
 
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 四
 六
 

, 
ミ
レ
 

ー
 
禮
讃
 
 

-
\
 

ナ
ボ
レ
 
オ
ン
が
 

ェ 
ル
バ
 
島
に
 

さ
れ
た
 

一
 八
 
一
 四
 年
に
 
生
れ
、
 
怫
蘭
西
 
共
和
 
國
の
 
憲
法
が
 
制
定
さ
れ
 
た
 
一 八

 七
 五
 年
に
 
六
十
 

一
 

歳
で
 
世
 を
 
去
っ
た
 
巨
匠
 
ジ
 
ヤ
ン
.
 
フ 

ラ
 
ゾ
 
ソ 

ァ
.
 ミ 

レ 
I 
を
 禮
讃
 
す
る
 
爲
め
 
に
こ
の
 
筆
 は
 執
ら
れ
る
。
 

ノ
ル
 

マ 
ン デ

ィ
の
 
海
岸
線
 
を
 
形
作
る
 
峭
 壁
か
ら
 
數
町
も
 
離
れ
ぬ
 
程
の
 
山
峡
に
 
巢
喰
ふ
 
小
 村
 グ
ル
シ
 

ー 
の
 或
ろ
 
田
舍
 
家
で
 
ミ
レ
 

ー 
は
 

生
れ
た
。
 

コ
ッ
テ
 
の
 よ
く
 
取
扱
 
ふ
 淋
し
い
 
な
が
ら
 
事
缺
か
 
ぬ
 素
朴
な
 
半
農
半
漁
の
 
生
活
の
 
畫
面
は
 
，
i
l
 
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
と
 

ブ
 
リ
タ
 

ー 

,U う 9
 
 

つむ ざぐ る £ 

一一 
ュ と

の
 
相
違
 
こ
そ
 
あ
れ
 
-
I
 

ミ 
レ 

ー 
の
 搖
籃
の
 
地
を
讀
 
者
の
 
腦
 裡
に
 
可
な
 
り
 
明
ら
か
に
 
描
く
 
で
あ
ら
う
。
 
紡
 車
の
お
 
だ
 
や
 力
な
 
音
 

,

 

 

,
9
9
,
 
 

か
た
び
ら
 
 

. ， 

と
-
 
金
砂
の
 
や
う
に
 
日
光
に
 
踊
る
 
窒
內
の
 
埃
と
、
 
巖
乘
な
 
大
寢
臺
 
に
 垂
れ
 
下
る
 
粗
雜
な
 
だ
ん
だ
ら
 
染
め
の
 
帷
と
は
 
彼
が
 
こ
の
^
で
 
受
 

け
た
 
外
界
に
 
對
 す
る
 
最
初
の
 
印
象
で
あ
っ
た
。
 

彼
が
 
ま
だ
 
四
つ
 
五
つ
の
 
頃
、
 
親
の
 
假
 初
な
 
戲
談
 
と
し
て
、
 
大
き
く
な
 
つ
た
ら
 
何
に
 
な
 

る
と
 
問
 は
れ
た
 
時
、
 
彼
は
卽
 
座
に
 
答
へ
 
て
、
 「
人
間
の
 
姿
 を
 描
く
 
人
に
な
る
 

の
 だ
」
 
と
 
云
っ
た
 

e 
齢
の
 
割
合
に
 
骨
格
の
 
逞
し
か
っ
た
 
彼
 

は
 そ
の
子
 
供
に
 
以
合
 
は
ぬ
 
無
口
と
 
沈
着
と
 
を
 
以
て
 
年
嵩
の
 
少
年
に
 
も
 容
易
に
 
侮
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

十
二
の
 
時
 彼
の
 
钗
智
を
 
愛
し
た
 
す
 

る
 長
老
が
、
 

そ
の
 
敎
育
を
 
辏
 け
る
 
爲
 
め
に
 
任
地
 
先
へ
 
伴
れ
 
て
 行
か
う
 
と
す
る
と
、
 

彼
 は
 酷
 愛
す
る
 
ヴ
ァ
 
ー 
ジ
ル
 
を
讀
み
 
進
み
 
得
る
 
樂
 

し
み
に
 
か
 
へ
て
も
、
 
父
母
の
 
家
と
 
田
園
と
 
を
 見
捨
て
る
 
事
 を
 
い
や
が
っ
た
。
 
然
し
 
彼
 は
き
れ
 
て
 行
か
れ
た
。
 

而
 し
て
 

ra: 五
ケ
 
月
の
 
後
 

正
月
 
を
し
 
に
 家
に
 
歸
 る
と
、
 
そ
こ
に
 
は
 新
任
の
 
若
い
 
長
老
が
 
居
て
，
 

こ
の
 
深
い
 
色
の
 
眼
み
 
豐
か
た
 
黑
 褐
色
の
 
髮
毛
を
 
持
っ
た
 
少
年
 
を
 



非
常
に
 

愛
し
て
 

く
れ
た
。
 

彼
 

は
こ
の
 

長
老
に
 

心
の
 

た
け
を
 

打
ち
明
け
て
.
 

c;
 

然
に
對
 

す
る
 

憧
憬
の
 

深
さ
 

烈
し
 

さ
 

を
吿
 

げ
た
。
 

默
 

つ
て
 

そ
 

の
 

言
葉
に
 

聞
き
 

ス
 

つ
て
 

居
た
 

長
老
 

は
、
 

少
年
の
 

未
来
に
 

を
の
 

\ 
き
な
が
ら
 

か
う
 

嘆
 

じ
た
。
 

「
嗚
呼
 

可
憐
な
 

わ
が
 

于
ょ
"
 

お
前
 

は
 

勞
人
 

の
 

心
 

を
 

授
か
っ
て
 

生
れ
て
 

來
た
。
 

こ
れ
か
ら
 

先
き
 

ど
れ
 

程
 

苦
し
み
 

惱
 

ま
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

か
 

を
お
 

前
 

は
 

G
 

分
で
 

知
ら
な
い
で
：
^
 

る
」
 

十
八
の
 

時
 

彼
が
 

描
い
た
 

前
 

こ
^
み
に
 

な
っ
た
 

老
人
の
 

素
描
 

は
、
 

自
分
の
 

助
手
と
 

し
て
い
つ
 

ま
で
 

も
 

彼
 

を
 

引
き
と
 

め
 

：-
 

お
く
 

t
-
.
r
v
 

父
に
 

抛
た
 

し
め
た
。
 

そ
の
 

頃
 

作
ら
れ
た
 

素
描
 

は
晚
 

年
ま
で
 

ミ
レ
 

ー 
の
螯
窒
 

に
か
 

\ 
つ
て
 

居
た
 

が
、
 

あ
る
 

時
 

彼
 

は
 

サ
ン
 

シ 
ェ 

に
か
う
.
.
 

ム
 

つ
た
 

さ
う
 

だ
。
 

「
あ
れ
 

は
ま
 

だ
 

父
の
 

家
に
 

居
た
 

時
 

モ
デ
ル
 

も
な
 

く
 

先
生
の
 

指
導
 

も
な
 

く
っ
て
 

描
き
 

上
げ
た
 

も
の
 

だ
。
 

私
 

は
い
 

ま
だ
に
 

あ
の
 

通
り
の
 

描
き
 

方
 

を
し
て
 

ゐ
 

た
が
、
 

表
現
の
 

點
 

か
ら
 

云
っ
た
ら
 

八
/
で
も
 

あ
れ
 

以
上
の
 

や
り
 

や
う
 

を
 

知
ら
な
い
/
 

こ
、
 

で
 

「
丧
現
 

を
 

無
視
し
て
 

何
ん
 

の
 

構
圖
が
 

あ
ら
う
」
 

と
 

云
っ
た
 

彼
の
 

晩
年
の
 

言
葉
 

を
 

思
 

ひ
 

合
 

は
せ
 

る
 

必
要
が
 

あ
る
。
 

兎
も
^
 

彼
 

は
 

ダ
ビ
デ
 

王
が
 

あ
つ
 

た
や
う
 

に
、
 

又
 

彼
の
 

尊
敬
す
 

る
ヂ
 

オ
ッ
ト
が
 

あ
っ
た
 

や
う
に
、
 

家
畜
と
 

田
園
か
ら
 

*m
 

業
に
ま
で
 

引
き
裂
か
れ
た
。
 

而
 

し
て
 

彼
の
^
:
 

し
 

い
 

然
し
 

苦
し
み
 

ギ
 

斐
の
 

あ
る
 

地
上
 

巡
禮
が
 

始
ま
ら
ね
ば
 

な
ら
な
か
っ
た
。
 

そ
れ
 

は
 

浪
漫
派
の
 

頭
目
な
る
 

ス
コ
ッ
ト
と
 

近
代
^
 

活
の
创
 

始
 

者
な
る
 

ゲ
 

ー 
テ
 

と
が
 

世
 

を
 

去
っ
た
 

そ
の
 

年
の
 

事
で
 

あ
る
。
 

父
に
 

伴
 

は
れ
て
 

シ
 

H 
ル
ブ
 

ー 
ル
に
 

行
っ
た
 

ミ
レ
 

ー 
は
 

二
人
の
 

師
 

に
つ
い
た
 

が
、
 

そ
れ
 

は
 

彼
が
 

行
く
 

道
の
 

助
け
に
 

も
 

邪
魔
に
 

も
な
ら
 

な
か
っ
た
。
 

二
人
目
の
 

師
匠
 

は
 

然
し
 

ミ
レ
 

ー 
を
 

見
る
 

眼
 

を
 

持
っ
て
 

焐
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
を
 

市
會
に
 

推
薦
し
て
、
 

彼
 

を
 

巴
 

m,
 

に
 

遊
^
さ
せ
る
 

の
 

は
 

更
に
 

一
人
の
 

偉
人
 

を
怫
國
 

に
寄
與
 

す
る
 

事
 

だ
と
 

云
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

ミ
レ
 

ー 
は
 

偉
人
に
 

仕
立
て
上
げ
ら
れ
る
 

爲
 

め
に
、
 

不
 

m 
な
 

4
 

な
 

好
奇
心
と
 

嫌
 

惡
と
を
 

心
に
 

抱
き
な
が
ら
 

一 
一
十
三
 

歳
の
 

時
に
 

巴
 

里
に
 

旅
立
つ
 

事
に
 

な
っ
た
。
 

巴
 

里
に
 

涪
 

い
た
 

そ
の
 

瞬
^
か
ら
 

彼
 

は
 

絡
 

—S
 

に
 都
市
の
 
生
活
に
 
失
望
し
て
 
し
ま
っ
た
。
 

舉
 

術
と
 

藝
 

術
と
の
 

淵
叢
な
る
 

都
市
の
 

女
王
 

巴
 

里
 

を
ミ
レ
 

ー 
程
の
 

惡
意
を
 

こ
め
て
 

眺
め
た
 

も
の
が
 

外
に
 

あ
る
 

だ
ら
 

う
か
。
 

そ
こ
 

は
亂
 

雜
に
 

荒
れ
果
て
た
 

大
き
な
 

墓
場
に
 

過
ぎ
な
か
っ
た
。
 

彼
 

は
 

野
獣
の
 

如
く
 

山
林
に
 

渴
 

き
憬
れ
 

た
。
 

彼
の
 

師
^
し
た
 

ド
ラ
"
 

r
 

ン
の
 

門
^
 

ミ
レ
，
 ̂
譜
 
 

n
 

七
 



冇
 
c2 
武
郎
 
令
^
^
 
五
卷
 
 

二
 四
 
八
 

あだな 

等
 は
 彼
 を
 
「
森
の
 
男
.
 「
「
木
靴
 
を
 
は
い
た
 
ジ
ュ
ビ
 

ー 
タ
 
ー
」
 
と
 呼
ん
で
 
罵
っ
た
。
 
何
ん
 
と
 云
 
ふ
い
 
ゝ
譚
名
 
だ
。
 
彼
 は
 大
地
の
 
如
く
 
頑
固
 

で
 執
拗
で
 
內
氣
 
だ
っ
た
。
 

ル
 

1 
ブ
ル
 
を
 探
し
出
す
 
に
 す
ら
 

一 週
間
 
餘
を
 
浪
費
し
た
。
 

ド
ラ
 

a 
ッ
シ
は
 
彼
 を
 
理
解
し
 
誤
解
し
 
愛
し
 
惡
み
 

t
 が
 且
つ
 
長
れ
 
た
。
 
「
お
前
 
は
 
十
分
 
知
っ
て
 
居
る
。
 
而
 し
て
 
餘
り
 
何
ん
 
に
も
 
知
ら
な
い
」
 
と
 罵
っ
た
。
 

巴
 里
 は
ミ
レ
 

ー 
に
 於
て
 
文
化
 
を
 

理
解
す
 
る
 事
 を
 知
ら
な
い
 
馬
鹿
正
直
な
 
賤
民
 

(prclaariat) 
の
 
一 人

 を
 
見
 出
 す
に
 
過
ぎ
な
か
っ
た
 
ら
う
。
 
彼
の
 
宿
っ
た
 
家
の
 
細
君
 
は
 

-J 
さ- ジ
 
 

とん i
 
 

. 
懸
想
の
 
謎
 を
 解
く
 
事
 す
ら
 
知
ら
な
い
 
彼
の
 
頓
馬
 
さ
か
ら
 
火
の
 
出
る
 
や
う
な
 
赤
恥
 
を
 
か
.
 - せ

ら
れ
て
 
氣
違
 
ひ
じ
み
 
た
 腹
 を
た
 
て
な
 
け
れ
 

ば
な
ら
 
な
か
っ
た
。
 

彼
 は
い
ら
/
 
\
 
し
な
が
ら
 
ま
ご
 
つ
い
て
ば
 
か
り
 
居
た
。
 
巴
 里
に
 
住
む
 
事
は
ミ
 

レ
 
ー 
に
 取
っ
て
 
實
に
嚷
 
野
の
 
試
練
 

だ
っ
た
。
 

隹
ー
 
つ
 そ
こ
に
 
も
 然
し
 
オ
ア
シ
ス
 
は
あ
っ
た
 

C 
そ
れ
 
は
ル
 

ー 
ブ
ル
 
畫
 堂
の
 
原
始
 
派
と
 
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
 
プ
ッ
 
サ
ン
と
の
 
作
品
 
を
 

列
ね
 
た
 部
分
だ
っ
た
。
 

彼
 は
 恭
し
く
 
足
 を
 
爪
立
て
 
、
そ
こ
に
 
近
づ
い
た
 
T
 思
想
が
 
正
し
く
 
カ
强
く
 
表
現
さ
れ
 
た
る
 
力
 

ン、、 ヮ 
ス 
に
 自
分
 

の
 注
意
 
は
 
一
番
に
 
引
き
つ
 
け
ら
れ
る
"
 
自
分
 
は
 力
強
い
 
凡
て
の
 
も
の
 
を
 好
む
」
 

と
 
彼
 は
 云
っ
て
 
居
る
。
 
自
分
の
 
傳
統
の
 
親
 を
 
ミ
ケ
ラ
 

ン
ジ
ヱ
 

口 
に
 見
出
し
た
 
事
 は
 
恐
ら
く
 

ミ 
レ 

ー 
に
と
 
つ
て
 

一
 生
の
 
慰
藉
で
 
あ
り
 
鞭
撻
で
あ
っ
た
 
で
あ
ら
う
 

C 
千
 八
 百
 三
十
 
年
 派
 
(、卽 ち

 

新
た
に
 
勃
興
し
た
 
浪
漫
派
)
 
に
對
 
し
て
 
さ
へ
 
殆
ん
ど
 
和
 鳴
 を
 感
ぜ
ぬ
 
程
に
 
孤
獨
な
 
彼
の
 
事
で
あ
っ
た
 
か
ら
。
 

ミ 
レ 

ー 
が
 巴
 里
に
 
足
 を
 踏
み
入
れ
 
て
か
ら
の
 
十
一
 
一
年
 は
、
 
單
に
彼
 
を
 都
會
的
 
生
活
で
 
苦
し
め
た
 
ば
か
り
で
な
く
、
 

一  度
な
ら
 
す
瀕
 

死
の
 
重
病
 
を
 彼
に
 
下
し
、
 
最
初
の
 
妻
 を
 
三
年
の
 
間
 病
氣
で
 
苦
し
め
た
 
後
に
 
奪
 
ひ
 去
り
、
 
次
に
 
作
っ
た
 
新
 家
庭
に
 
極
度
の
 
貧
困
 
を
 容
赦
 

な
く
 
投
げ
込
ん
だ
。
 
金
が
 
出
來
る
 
代
り
に
 
彼
に
 
は
つ
ぎ
 
（
-
に
 
子
供
が
 
出
来
た
。
 
夏
に
 
は
 暑
さ
が
 
あ
っ
た
。
 
冬
に
 
は
 薪
が
 
な
か
 

つ
 

た
。
 
三
十
の
 
時
 彼
が
 
サ
ロ
ン
に
 
送
っ
た
 
「
乘
馬
 
演
習
」
 

に
 感
じ
入
っ
た
 
デ
ィ
 
ャ
ッ
と
 
ト
ル
 
ナ
ウ
と
 
が
 
こ
の
 
才
能
 
あ
る
 
靑
年
畫
 
家
を
訪
 

れ
て
 
行
っ
た
 
時
、
 
辛
う
じ
て
 
探
し
 
あ
て
た
 
む
さ
 
苦
し
い
 
部
屋
の
 
中
に
は
、
 
憐
れ
む
べ
き
 
病
身
の
 
妻
が
 
死
ん
だ
 
ま
 
X 
で
 貧
し
い
 
床
の
 
上
 

に
廣
 
た
は
り
、
 

ミ
レ
 

ー 
の
 姿
 は
何
處
 
に
も
 
見
當
ら
 
な
か
っ
た
 
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
事
 も
あ
っ
た
。
 

「
世
の
中
に
 
は
惡
ぃ
 
人
間
 
も
 
多
い
。
 
然
 



し
 

善
い
 

ス
^
 

も
 

多
い
。
 

而
 

し
て
 

一
 

人
の
 

善
人
 

は
 

多
 

數
の
惡
 

人
の
 

作
る
 

缺
陷
を
 

補
っ
て
 

餘
 

り
が
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

だ
か
ら
 

俺
 

は
つ
ぶ
 

や
か
な
 

い
」
 

と
 

彼
 

は
こ
の
 

苦
境
の
 

間
に
 

云
っ
て
 

居
る
。
 

又
 

「
苦
難
 

は
藝
術
 

家
に
 

明
確
に
 

自
己
 

を
 

表
白
す
べ
き
 

道
を
敎
 

へ
る
」
 

と
も
 

云
っ
て
 

居
 

る
 

G 
1
 

八
 

叫
 

八
 

年
の
 

二
月
に
 

起
っ
た
 

革
命
 

は
 

サ
ロ
ン
 

を.
 

〔#
 

^
員
の
 

手
か
ら
 

も
ぎ
 

取
っ
て
 

公
開
し
た
。
 

ミ
レ
 

I 
の
 

「
 

穀
を
 

g
 

ふ
 

人
」
 

ま
 

ド
 

ミ
エ
、
 

ク
ル
べ
 

ー 
等
の
 

間
に
 

も
 

特
異
 

あ
る
 

光
 

を
 

放
っ
て
 

輝
い
た
。
 

然
し
 

そ
の
 

一
 

家
 

は
 

一 二
度
の
 

食
事
に
 

も
事
缺
 

い
た
。
 

二
三
の
 

有
志
 

カ
^
 

時
の
 

內
務
 

大
臣
で
あ
っ
た
 

レ 
ド
ル
！
 
 

ロ
ラ
 

ン 
か
ら
 

百
 

フ 
ラ 

ン 
の
 

金
額
 

を
 

得
て
 

ミ
レ
 

I 
の
 

所
に
 

寺
っ
て
-
了
っ
て
 

や
つ
 

ヒ
寺
、
 

ミ
レ
 

1 
は
 

三
月
 

末
の
 

寒
い
 

夕
暮
に
 

食
物
 

も
な
 

く
 

火
 

も
な
 

く
、
 

箱
の
 

上
に
 

腰
か
け
た
 

ま
 

X 
が
た
 

く
と
！
！
 

へ
て
 

お
た
。
 

彼
 

は
 

漸
く
 

「
今
日
は
」
 

と
だ
け
 

挨
拶
し
た
 

が
、
 

纏
て
 

金
 

を
 

受
取
る
 

と
 

落
ち
着
い
た
 

い
つ
も
の
 

調
子
で
 

「
難
 

有
い
。
 

い
，
 

-
時
 

金
が
 

來
た
。
 

ぉ
途
.
 

H 
 

二
 
 

H
H
a
 
 

~
 

に
も
 

食
 

は
な
い
で
 

居
た
。
 

唯
 

子
供
達
 

だ
け
 

兎
に
角
 

今
日
ま
で
 

餓
 

ゑ
な
い
で
 

來
 

た
と
 

云
 

ふ
の
 

が
め
 

つ
け
も
の
だ
っ
た
」
 

と
 

云
 

ひ
な
が
ら
 

妻
 

を
 

呼
び
、
 

「
俺
 

は
こ
れ
 

か
ら
 

薪
 

を
 

買
 

ひ
に
 

行
っ
て
 

來
る
。
 

何
し
ろ
 

寒
い
」
 

と
 

云
 

ひ
す
て
.
 

t 出
て
 

一 了
っ
た
。
 

^
し
 

何
よ
り
も
 

苦
し
い
 

事
 

は
 

彼
が
 

自
ら
 

を
 

偽
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

事
で
あ
っ
た
 

ら
う
。
 

ミ
レ
 

I 
は
 

生
活
の
^
め
 

に
、
 

义
 

「
ト
ゥ
^
 

術
，
、
 

何
時
ま
で
も
 

埋
れ
て
 

居
る
 

の
 

を
 

も
ど
か
し
 

が
る
 

弱
點
に
 

刺
戟
さ
れ
 

て
、
 

い
つ
の
 

間
に
 

か
 

心
に
 

も
な
い
 

仕
^
 

を
す
 

る
^
 

を
 

習
 

ひ
お
 

え
た
。
 

彼
が
 

巴
 

里
に
 

這
 

入
る
 

や
^
ぐ
 

蟲
酸
を
 

走
ら
し
た
、
 

墮
落
 

女
の
 

醜
態
 

を
 

曰
の
 

ほ
に
 

さ
ら
け
出
す
 

や
う
な
 

迸
 

風
 

を
彼
自
 

ネ
^
み
 

ュ
丄
 

^
 

ら
 

ぬ
 

や
う
に
 

飴
 

儀
な
 

く
さ
れ
た
。
 

彼
の
 

筆
が
 

ワ
ッ
ト
 

ー 
の
 

そ
れ
と
 

見
分
け
が
 

つ
か
ぬ
 

ま
で
に
 

惯
ら
 

さ
れ
る
 

に
 

は
 

彼
 

は
 

ど
れ
^
 

深
く
，
.
.
 

-L
 

の
 

心
螨
に
 

無
念
の
 

齒
を
嗡
 

み
 

込
ん
だ
ら
 

う
。
 

彼
 

は
 

淚
を
飮
 

み
こ
み
な
が
ら
 

產
 

婆
の
 

g
i
g
 

に
 

聖
母
の
 

像
 

を
 

す
ら
 

描
い
た
。
 

サ
ロ
ン
 

こ 

も
 

彼
は
當
 

時
の
 

輿
論
 

を
迎
へ
 

得
る
 

や
う
な
 

作
品
 

を
 

送
ら
う
 

と
さ
へ
 

勉
 

め
た
。
 

然
し
、
、
、
 

レ 
ー 

の
 

心
 

は
か
.
，
 

る
お
 

お
に
 

對
 

し
て
.
 

v
 

き
な
^
 

口
 

を
 

開
い
て
 

を
め
 

き
 

叫
ん
で
 

や
ま
な
か
っ
た
。
 

凡
て
 

偉
大
な
 

性
格
の
 

み
が
 

有
す
る
 

心
の
 

純
一
 

さ
 

を
 

ミ
レ
！
 
 

0
 

身
 

ど
う
す
 

る
 

，
 

も
出
來
 

な
か
っ
た
。
 

彼
 

は
こ
の
 

重
荷
の
 

下
に
 

苦
し
み
.
^
 

い
た
。
 

巴
 

里
に
 

共
和
 

政
府
が
 

設
立
さ
れ
、
 

ミ 
レ 

ー 
の
 

最
も
 

惡
み
 

避
け
た
 

政
治
的
 

暴
動
の
 

勃
發
 

し
た
 

一
 

八
 

叫
 

八
 

年
 

は
 

幸
に
 

も
ミ
 

レ 
I 

の.
，，
 

：ト
" 

ミ 
I
s
 
 

二
 

K
 

九
 



有
 
島
 
武
^
-
全
 
集
^
 
五
^
 
 

二
 五
 0
 

に
 取
っ
て
 

一
 轉
期
を
 
劃
す
べ
き
 
因
緣
を
 
結
ん
だ
。
 
彼
の
 
嫌
っ
た
 
革
命
 
は
 畢
竟
 
彼
に
 
害
 を
な
 
す
よ
り
も
^
 
を
な
 
し
た
。
 
革
命
 
政
府
 
は
 彼
 

さ
と
 
 

ふる
 

に
 幾
分
の
 
生
活
 
を
 保
障
 
を
與
 
へ
、
 
同
時
に
 
彼
 を
し
て
 
都
會
 
生
活
な
る
 
も
の
 
\
淺
 薄
と
 
矛
盾
と
 
を
覺
 
ら
し
め
 
た
"
 
「
穀
を
 
篩
 
ふ
 人
」
 
に
よ
 

こ
 
 

ほぞ
 

つ
て
 
彼
 は
 
こ
 
の
 年
に
 
自
己
の
 
行
く
 
ベ
 き
 道
 を
 
明
ら
か
に
.
 
5
 一一 〔

し
た
 
と
 共
 
に
、
 
公
衆
に
 
媚
び
 
る
 作
品
 
を
 出
す
 
ま
 
い
 と
 
云
 
ふ
 決
心
 
の
 臍
 を
 

せま 

堅
め
た
。
 
忠
實
な
 
賢
明
な
 
彼
の
 
妻
 は
 刻
々
 
逼
り
 
近
づ
く
 
饑
寒
を
 
尻
目
に
 
か
け
て
 
夫
の
 
決
心
 
を
 雄
々
 
し
く
 
も
勵
 
ま
し
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
 田
 

園
に
 
對
 す
る
 
ノ
ス
 
タ
ル
 
ヂ
ャ
は
 
再
び
 
彼
の
 
心
 を
 
火
の
 
や
う
に
 
燒
き
 
始
め
た
。
 
彼
の
 
心
の
 
準
備
 
は
 整
っ
た
。
 
來
 
る
べ
き
 
運
命
が
 
何
ん
で
 

あ
る
か
 
は
 知
ら
ぬ
な
 
が
ら
、
 
花
婿
の
 
入
 ̂
 を
 待
つ
 
花
嫁
の
 
や
う
な
 
心
 持
 は
 彼
の
 
胸
の
 
中
に
 
出
来
 
h
 
つ
て
 
行
っ
た
。
 
運
命
 
は
 畢
竟
 
親
切
 

で
あ
る
。
 
彼
の
 
底
力
が
 
現
 は
れ
 
出
づ
 
べ
き
 
舞
 臺
の
幕
 
は
 彼
 自
身
 
も
 
知
ら
ぬ
 
間
に
、
 
蓮
 命
の
 
手
に
 
よ
っ
て
 
徐
ろ
に
 
搾
り
上
げ
ら
れ
 
た
の
 

だ
。
 

最
も
 
惡
み
 
嫌
っ
た
 
革
命
の
 
爲
 め
に
 

ミ 
レ 

ー 
が
 銃
 を
 執
っ
て
 
市
街
 
戰
に
加
 
は
ら
ね
ば
 
な
ら
な
か
っ
た
 
苦
い
 
經
験
 
は
、
 
心
の
底
か
ら
 
彼
 

せ きけん 

を
 怖
れ
 
さ
せ
た
。
 
お
ま
け
に
 

一
 八
 四
 九
 年
に
 
は
 猛
烈
な
 

コ 
レ
ラ
が
 
巴
 里
 を
 席
捲
し
た
。
 
「
乾
草
 
造
り
」
 
を
 描
い
て
 
時
の
 
政
府
か
ら
 
千
フ
 

ラ
ン
の
 
賞
與
を
 
得
た
 
ミ
レ
 

ー 
は
こ
の
 
恐
怖
か
ら
 

一
 時
な
 
り
と
 
も
 
逃
れ
よ
う
 
た
め
に
、
 

そ
の
 
友
達
の
 
ジ
ャ
ッ
 

ク
 
と
金
 
を
 分
ち
 
合
っ
て
 
二
 

家
族
 
は
政
爭
 
の
衢
 
な
る
 
巴
 里
 を
 後
に
 
見
て
、
 

フ
ォ
ン
 
テ
ン
 
ブ
 

J- 
1 
の
 或
る
 
旅
館
に
 
避
難
し
た
。
 

そ
れ
 
は
 
六
月
 
十
三
 
日
の
 
革
命
が
 
破
裂
 

す
る
 
一
寸
 
前
の
 
事
で
あ
っ
た
。
 
然
し
 
ミ
レ
 

ー 
の
 細
君
 
は
 旅
館
の
 
滯
 在
が
 
彼
等
の
 
輕
ぃ
 
財
布
 
を
 直
ぐ
 
空
に
 
す
る
 
の
に
 
氣
が
附
 
い
て
、
 
百
 

姓
 家
で
 
も
 
借
り
た
ら
 
と
 
云
 
ひ
 出
し
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
 固
よ
り
 
異
存
の
 
申
し
出
 
や
う
が
な
い
。
 
何
ん
 
と
か
 
ゾ
ン
 

と
、
 
ゾ
ン
が
 
語
尾
に
 
つ
く
 

村
が
 
近
^
に
 
あ
る
の
 
を
 
目
 
あ
て
に
 
一
家
 
族
 は
 
大
雨
の
 
屮
を
 
引
越
し
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
 
三
 歳
と
 
二
 歳
と
の
 
子
供
 
を
 背
負
 
ひ
、
 
細
君
 
は
赤
坊
 

を
 抱
い
た
 
上
か
ら
 
裳
 を
 ま
く
し
 
上
げ
て
 
頭
に
 
引
つ
 
か
ぶ
り
、
 
下
女
 
は
大
 
荷
物
 
を
 引
き
す
 
る
 
や
う
に
 
ぶ
ら
下
げ
て
 
後
に
 
綾
い
た
。
 
村
に
 



這
 

人
る
 

と
 

一
 

人
の
お
 

婆
さ
ん
が
 

一
行
 

を
 

眺
め
て
 

「
御
覧
、
 

旅
役
^
が
 

あ
す
こ
に
 

行
く
 

よ
」
 

と
 

云
っ
た
。
 

何
ん
 

と
か
 

ゾ
ン
と
 

云
 

ふ
の
 

は
 

パ
ル
 

ビ
ゾ
ン
 

の
 

事
だ
っ
た
。
 

ミ
レ
 

I 
は
 

巴
 

里
か
ら
 

程
遠
か
ら
 

ぬ
 

こ
の
 

村
に
、
 

故
 

鄉
を
思
 

ひ
 

起
さ
せ
る
 

や
う
な
 

田
園
の
 

あ
る
の
に
 

且
つ
 

は
 

驚
き
 

且
つ
 

は
 

喜
ん
だ
。
 

而
 

し
て
 

沃
土
に
 

下
さ
れ
た
 

若
木
の
 

极
の
 

や
う
に
 

こ
の
^
し
い
^
 

朴
な
小
 

付
 

に
こ
び
 

り
つ
い
て
 

し
ま
っ
た
。
 

一
 

八
 

七
 

五
 

年
に
 

彼
が
 

こ 
の
 

世
に
 

最
後
の
 

呼
吸
 

を
 

呼
吸
し
た
 

ま
で
の
 

大
ボ
 

な
；
 

： 十
七
 

年
 

W
 

は
實
 

に
こ
の
 

土
地
が
 

彼
 

を
 

哺
み
養
 

ひ
 

育
て
 

護
っ
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

ミ 
レ 

ー 
と
 

ジ
ャ
ッ
ク
と
 

は
 

畫
筆
を
 

執
る
 

事
 

も
出
來
 

な
い
 

ま
で
に
 

興
^
 

し
て
、
 

^
日
 

山
野
 

を
 

歩
き
 

ま
 

は
っ
た
。
 

フ
ォ
ン
 

テ
ン
 

プ
ロ
 

ー 
の
 

莊
嚴
な
 

森
の
 

姿
、
 

遠
く
 

連
な
る
 

平
 

蕪
の
 

描
く
 

幽
玄
な
 

地
：
 

个
線
、
 

セ，
 

か
ら
 

生
え
ぬ
 

け
 

た
や
う
な
 

農
夫
、
 

羊
 

群
と
、
 

神
祕
に
 

包
ま
れ
た
 

そ
の
 

牧
者
、
 

田
園
に
 

特
有
な
 

1S
M 

響
と
 

匂
 

ひ
、
 

さ
う
 

云
 

ふ
 

も
の
に
 

二
人
 

は
^
く
 

醉
 

ひ
し
 

れ
て
 

見
え
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
 

自
分
の
 

夢
が
 

眠
の
 

前
に
 

延
び
て
 

連
な
る
 

の
 

を
 

見
た
。
 

彼
 

は
 

自
己
の
 

世
界
に
 

觸
れ
 

た
。
 

彼
 

は
 

彼
の
 

小
 

族
の
 

血
 

を
 血
管
に
 
感
じ
た
。
 
彼
 は
 再
び
 農
夫
に
 
還
っ
た
。
 

病
苦
の
 

や
う
な
 

熱
意
 

は
や
が
 

て
 

創
作
の
 

欲
求
と
 

變
 

つ
て
 

行
っ
た
。
 

朝
の
 

中
 

彼
 

は
 

畑
に
 

出
て
 

本
業
の
 

kl
! 

姓
よ
り
も
 

上
 

P
 

に
 

畑
 

を
 

作
つ
 

た
。
 

而
 

し
て
 

午
後
か
ら
 

は
 

彼
が
 

畫
窒
と
 

呼
ぶ
 

怪
し
げ
な
 

通
 

光
の
 

惡
ぃ
小
 

部
屋
に
 

這
 

入
っ
た
。
 

彼
 

は
 

感
激
に
^
 

り
な
が
ら
 

そ
の
^
に
 

舊
 

約
 

聖
書
か
ら
 

題
 

村
 

を
 

取
っ
た
 

畫
を
 

描
い
た
。
 

大
き
な
 

牧
草
 

堆
の
 

蔭
に
 

農
 

人
 

共
が
 

食
事
の
 

，
備
 

を
し
て
 

が
る
。
 

そ
こ
に
 

ボ
 

ア
ツ
が
 

い
た
 

は
り
な
が
ら
 

ル
ツ
 

を
 

連
れ
て
来
る
 

所
で
 

あ
る
。
 

来
る
べ
き
 

幸
福
な
 

生
活
 

を
 

半
ば
 

豫
覺
し
 

半
ば
^
れ
 

な
が
ら
、
 

や
が
て
 

わ
が
 

夫
た
 

る
べ
 

き
惠
み
 

深
い
 

農
 

人
に
 

憚
り
 

を
毘
 

せ
て
、
 

人
々
 

の
 

群
に
 

近
づ
く
 

ル
ツ
の
 

姿
 

は
，
 

荒
い
 

明
暗
の
 

筆
 

觸
ハ
屮
 

に
 

稀
 

有
な
 

c
h
a
r
m
 

を
 

以
て
 

眺
 

め
ら
 

れ
る
、
 

ま
る
で
 

そ
の
 

可
憐
な
 

處
 

女
が
 

ミ
レ
 

ー 
自
身
 

を
象
徵
 

す
る
 

も
の
 

\ 
如
く
に
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
乂
 

新
鮮
な
 

無
數
の
 

印
象
に
 

狩
り
 

立
 

て
ら
れ
て
 

驚
く
 

可
き
 

多
數
の
 

ス
ケ
ッ
チ
に
 

彼
の
 

周
 

圍
を
殘
 

り
な
く
 

表
現
し
た
。
 

一 
八
 

五
 

〇
 

年
と
 

覺
 

し
き
 

頃
 

彼
が
 

サ
 

ン 
シ 

H 
に
这
 

つ
た
 

書
翰
の
 

中
に
 

「
何
ん
 

と
 

云
っ
て
も
 

百
姓
と
 

云
 

ふ
 

題
材
 

は
 

私
の
 

傾
向
に
 

一
番
 

適
し
て
！
 

S
 

る
。
 

社
會
.
 

王
^
^
と
 

は
 

取
ろ
 

か
も
 

知
れ
な
い
 

が
、
 

藝
 

術
に
 

於
て
 

最
も
 

私
の
 

心
 

を
 

動
か
す
 

も
の
 

は
 

人
間
味
 

(l
e 
 

c
6
k
 

二
 

w
m
a
i
n
)
 

で
あ
る
か
ら
 

で
あ
る
。
 

お
し
 

心
の
 

ま
、
 

が
 

EE
 

來
る
 

ミ
レ
 

I 
鱭
 
B
S
 
 

二
 

五
 

1 



有
^
 
武
郞
 
仝
^
 

第
五
 
卷
 
 

二
 五
 二
 

も
の
な
ら
 
私
 は
 自
然
か
ら
 
直
接
に
 
受
け
る
 
印
象
の
 
外
 は
 何
物
 
も
 
描
く
ま
い
 
と
 
思
 
ふ
 ！
 
そ
れ
が
 
人
間
で
 
あ
れ
、
 
風
景
で
 
あ
れ
 
—
—
 

o 

快
 美
の
 
方
面
 
は
 嘗
て
 
私
の
 
前
に
 
現
 は
れ
な
い
。
 
そ
ん
な
 
も
の
 
も
 
あ
る
の
 
だ
ら
 
う
。
 
然
し
 
私
 は
 嘗
て
 
そ
れ
 
を
 見
た
 
事
が
な
い
。
 
私
に
 
取
 

つ
て
の
 

最
大
の
 

快
 

美
 

は
、
 

森
の
 

中
 

叉
 

は
 

畑
の
 

上
に
 

見
出
さ
れ
る
 

靜
 

寂
と
 

沈
默
だ
 

—
—
 

そ
れ
 

は
 

人
 

を
 

夢
幻
の
 

感
覺
に
 

導
き
 

入
れ
る
 

ほ
ど
 

甘
美
で
 
は
 あ
る
が
、
 
そ
の
 
夢
 は
 畢
竟
 
悲
し
い
 
も
の
 
だ
」
 
と
 書
い
て
 
居
る
。
 

バ
 

ル
ビ
 

ゾ
 

ン 
に
は
ミ
 

レ 
ー 

の
來
る
 

前
か
ら
 

一 
群
の
 

絜
 

家
が
 

住
ん
で
 

居
た
。
 

そ
の
 

中
に
 

テ
オ
ド
ル
.
 

ル
 

ー 
ソ 

ー 
を
 

見
出
し
た
 

事
は
ミ
 

レ 
ー 

に
 

取
っ
て
 

得
難
い
 

牧
穫
 

だ
っ
た
。
 

一 
一
人
 

は
 

長
い
間
の
 

凝
視
の
 

後
に
 

甫
 

め
て
 

離
れ
が
 

た
な
い
 

友
情
 

を
 

結
ん
で
 

終
生
 

渝
る
 

事
が
 

な
か
 

つ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
が
 

「
接
 

木
」
 

を
 

描
い
た
 

時
、
 

そ
れ
に
 

見
入
っ
て
 

心
か
ら
の
 

同
情
 

を
 

以
て
、
 

「
彼
 

は
 

自
分
の
 

哺
 

む
べ
き
 

者
の
 

爲
 

め
に
 

働
い
 

て
、
 

多
き
 

に
 

過
ぎ
る
 

花
 

蕾
と
 

眾
實
を
 

生
す
 

る
 

樹
木
の
 

や
う
に
 

枯
れ
て
 

行
か
う
 

と
し
て
 

居
る
。
 

彼
 

は
 

子
供
 

を
 

生
か
す
 

爲
 

め
に
.
 

CE
 

分
 

を
 

使
 

ひ
耗
ら
 

さ
う
 

と
し
て
 

居
る
。
 

彼
 

は
 

粗
々
 

し
い
 

幹
に
 

牧
穫
の
 

多
い
 

嫩
芽
を
 

接
ぐ
」
 

と
 

歎
じ
た
 

の
 

は
 

彼
だ
っ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
 

財
布
が
 

签
に
 

な
っ
た
 
時
米
國
 
人
の
 
名
で
 
其
の
 
作
物
 
を
 買
っ
た
 
の
も
ル
 

ー 
ソ 

ー 
だ
っ
た
。
 
偏
屈
な
 

ミ 
レ 

ー 
は
ど
う
 
か
す
る
 
と
こ
の
 
厚
意
 
あ
る
 
友
に
 
敵
 

意
 

を
 

酬
い
よ
う
 

と
し
た
。
 

然
し
 

幸
に
 

も
 

そ
れ
 

は
 

一
時
の
 

狂
 

ひ
で
 

結
局
 

ミ
レ
 

ー 
は
ル
 

ー 
ソ 

ー 
に
 

貴
い
 

分
配
 

を
 

贈
っ
た
。
 

そ
れ
 

は
 

素
朴
 

純
 

眞
な
 
物
の
 
見
方
と
、
 
自
然
の
 
觀
 察
に
 
對
 す
る
 
特
殊
な
 
視
角
と
 
で
あ
る
。
 

ミ
レ
 

ー 
が
 
バ
ル
 
ビ
ゾ
ン
 
で
 得
た
 
痛
ま
し
い
 
他
の
 
收
穫
は
 
努
力
 

と
げ
 
 

おび や 

の
 後
に
 
襲
 
ひ
 来
る
 
激
烈
な
 
頭
痛
だ
っ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
 
「
刺
」
 
な
る
こ
の
 
頭
痛
 
は
 年
と
 
共
に
 
募
っ
て
 
彼
 を
 脅
か
し
た
。
 

そ
の
 
壓
 迫
に
 
堪
 

くさ
 

ふ 

へ
 切
れ
な
く
な
る
 
と
 
彼
 は
 幅
の
 
廣
い
 
帽
子
 
を
 被
っ
て
 
野
と
 
云
 は
す
 
林
と
 
云
 は
す
 
歩
き
 
ま
 
は
っ
た
。
 
而
 し
て
 
草
 生
の
 
上
に
 
仰
向
け
に
 
ぶ
 

> や 

つ
 倒
れ
て
 
大
空
の
 
光
 を
 浴
び
た
。
 
そ
こ
に
の
 
み
 癒
し
の
 
力
が
 
潜
ん
で
 
居
た
。
 
「
わ
が
 
神
、
 
汝
の
 
大
空
の
 
下
に
 
あ
る
 
は
い
か
に
 
よ
き
 
か
 

な
」
 
と
 
彼
 は
 心
 を
 躍
ら
し
て
 
つ
ぶ
や
い
た
。
 

.
 
 

あぜ 

ミ
レ
 

ー 
が
 田
園
に
 
立
て
 
饉
っ
 
て
か
ら
の
 
第
一
 
の
 創
作
 
は
 「
種
播
 
く
 
人
」
 と
な
っ
て
 
現
 は
れ
た
。
 
新
た
に
 
掘
り
起
さ
れ
た
 
畦
の
 
上
 を
、
 

左
手
に
 
種
子
の
 
袋
 を
 持
っ
た
 
男
が
 
大
胶
に
 
旋
律
 
を
 作
っ
て
 
歩
い
て
 
行
く
。
 
廣
く
 
延
ば
し
た
 
右
手
の
 
先
き
 
か
ら
 
は
 砂
金
の
 
様
な
 
麥
の
種
 



子
 

か
 

消
え
 

殘
 

つ
た
 

夕
陽
の
 

光
に
^
 

き
な
が
ら
 

落
ち
る
。
 

畑
に
 

這
 

入
る
 

前
に
 

一
握
り
の
 

種
子
 

を
 

取
っ
て
 

十
字
 

を
 

5?
 

る
 

や
う
 

こ 
の
 

前
て
 

投
げ
、
 

低
い
 

聲
で
 

呪
文
 

を
稱
 

へ
て
か
ら
、
 

足
 

を
 

用
意
さ
れ
 

た
 

土
の
 

中
に
 

踏
み
込
む
 

程
に
 

S
 

人
に
 

取
っ
て
 

莊
嚴
な
 

行
事
が
 

、
始
め
て
^
 

愛
 

に
 

描
き
出
さ
れ
 

た
の
 

を
 

見
た
 

時
に
 

巴
 

里
の
 

市
民
 

は
 

二
様
に
 

驚
倒
し
た
。
 

一
 

部
の
 

も
の
 

は
 

I
I
 

そ
の
 

人
達
 

は
 

不
幸
で
 

あ
る
 

I
 

こ
の
 

荒
 

く
れ
て
 

見
え
る
 

表
現
の
 

中
に
 

人
類
と
 

藝
 

術
に
 

對
 

す
る
 

底
意
 

深
い
 

呪
詛
を
 

見
た
。
 

一
 

部
の
 

も
の
 

は
 

I
.
 

そ
の
 

人
逹
は
 

幸
^
で
あ
る
 

I
 

こ
 

の
 

中
に
 

天
才
の
 

眞
の
カ
 

を
 

見
出
し
た
。
 

「
激
し
 

い
 

身
振
り
と
 

荒
 

く
れ
た
 

誇
り
と
 

に
滿
 

ち
た
 

こ 
の
 

人
物
に
 

は
 

崇
高
な
 

成
る
 

も
の
と
^
 

大
な
 

様
式
と
 

が
備
 

は
っ
て
 

居
る
。
 

種
 

捲
く
 

人
が
 

播
き
附
 

け
す
 

る
 

そ
の
 

土
 

そ
の
も
の
で
 

描
か
れ
た
 

や
う
 

だ
 

- と
ゴ
 

ー 
チ
 

ェ
は
感
 

あ
し
た
。
 

ミ
レ
 

I 
が
つ
 

ぎ
/
,
 

\ 
に
發
 

表
し
た
 

凡
て
の
 

製
作
 

は
 

殆
ん
ど
 

一
 

つ
の
 

除
外
例
 

も
な
 

く
こ
の
 

無
慈
悲
な
 

無
視
と
 

熱
心
な
 

辯
 

護
と
の
 

ト
^
 

火
 

を
 

浴
び
た
。
 

し
か
も
 

彼
の
 

「
木
 

樵
と
 

死
」
 

、
「
鍬
に
 

倚
れ
る
 

男
」
、
 

「
犢
の
 

搬
入
」
、
 

「
屠
り
 

豚
」
.
 

「
葡
萄
畑
の
 

憩
 

ひ
」
 

な
ど
が
 

出
る
 

と
 

辯
，
 

の
 

聲
は
動
 

も
す
 

る
と
 

呪
詛
に
 

代
ら
う
 

と
し
た
。
 

初
期
に
 

於
て
 

極
力
 

彼
の
 

味
方
だ
っ
た
 

ゴ
 

ー 
チ
ェ
 

も
 

サ
ン
.
 

ビ
ク
ト
ル
 

も
ボ
 

ー 
ド
レ
 

I 
レ
も
 

J.  '  V  •  ^：: 
' 

. 
た
て
 
 

じゅん きんてい 

^
し
い
 

言
葉
で
 

狼
に
 

裯
を
 

つ
い
た
。
 

準
 

欽
定
の
 

美
術
 

雜
誌
は
 

聲
を
揃
 

へ
て
 

こ
の
 

畫
檀
の
 

無
政
府
主
義
者
 

を
藝
 

術
の
 

i;
:^
 

か
ら
 

追
放
し
 

ろ
と
 

ひ
し
め
 

い
た
。
 

愼
み
 

深
い
 

內
氣
 

な
ミ
レ
 

I 
は
 

「
い
、
 

新
し
い
 

も
の
 

を
眞
 

先
き
 

に
 

認
め
る
 

程
の
 

勇
铽
の
 

あ
ろ
 

人
 

は
お
い
 

も
の
 

だ
-
 

と無
 

干
涉
な
 

態
度
に
 

出
て
 

居
た
 

が
、
 
 

や
が
て
 

彼
 

は
 

巴
 

M
 

に
 

於
て
 

自
分
の
 

^
園
に
 

戰
が
鬪
 

は
れ
て
 

居
る
 

の
 

を
^
 

依
な
く
^
 

め
る
 

と
ハ
 

ハ，
 

自
覺
 

す
る
 

者
が
 

振
 

ひ
 

立
つ
 

如
く
 

立
っ
た
 

。
「
私
が
 

自
己
の
 

思
想
に
 

確
立
し
て
 

居
な
か
っ
た
ら
、
 

叉
 

或
る
 

友
逑
 

を
お
 

し
て
：
^
 

な
か
っ
た
ら
 

(
註
。
 

ド 
カ
ム
 

デ
ュ
 

プ
レ
、
 

ド
，
 

ビ
 

二
，
、
 

デ
ィ
 

ャッ
、 

ド
ラ
 

ク 
ロ
ア
、
 

バ.
' 

イ
エ
、
 

ド 
ミ
エ
、
 

ル，
' 

ソ.
. 

'
な
ど
 

は
 

そ
の
 

友
達
だ
っ
た
。
)
 

私
 

は
 

内
分
 

が
签
 

想
の
 

奴
隸
 

で
あ
り
 

夢
想
家
で
 

あ
る
 

事
 

を
 

思
っ
た
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

；
…
 

私
 

は
 

注
意
し
て
 

求
め
る
 

け
れ
ど
も
、
 

批
評
^
の
 

ル
靴
屮
 

に
は
騷
 

音
の
 

外
に
 

何
物
 

も
な
い
、
 

私
が
 

採
用
す
べ
き
 

一
 

つ
の
 

忠
吿
 

も
な
い
。
 

批
評
の
お
 

役
目
と
 

は
こ
ん
 

な
 

も
の
 

か
 

I
I
 

^
^
だ
け
た
 

の
か
」
、
 

「
私
 

は
 

固
く
 

立
つ
。
 

彼
等
が
、
 

醜
の
 

畫
家
、
 

わ
が
 

民
族
の
 

進
歩
 

を
 

妨
害
す
 

る
 

も
の
と
 

私
 

を
 

呼
ば
う
 

と
も
、
 

私
は
斷
 

じ
て
 

お
：
^
 

の
 

タ
イ
プ
 

を
麗
 

化
す
る
 

馬
鹿
 

は
し
な
い
。
 

私
 

は
 

自
分
自
身
 

を
 

弱
々
 

し
く
 

表
現
す
 

る
 

位
な
ら
 

表
现
 

は
し
な
い
 

ま
で
 

だ
 

I 
 

a-
rj
- 

ん
で
 

S
 

ミ
レ
 

ー 
蹬
讃
 
 

二
 

^
三
 



有
岛
武
 

郎
^
 

第
 

第
五
 
卷
 
 

ニ
艽
四
 

る
。
 

然
し
 

彼
 

は
 

ク
ル
べ
 

ー 
ゃ
ホ
ヰ
 

ッ
ス
ラ
 

ー 
の
 

や
う
な
 

藝
術
 

上
の
 

鬪
士
 

で
あ
る
 

代
り
に
 

徹
底
的
な
 

畫
 

家
で
あ
っ
た
。
 

彼
 

は
 

自
己
の
 

主
 

ょ
エ
ま
 
 

t  
*x 

張
で
 

な
く
べ
 

ン
で
爭
 

ふ
や
う
な
 

事
 

は
 

全
く
し
 

な
か
っ
た
。
 

彼
 

は
 

砲
彈
を
 

そ
の
 

畫
に
 

装
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

そ
こ
に
 

堅
い
 

身
 

構
へ
 

を
し
た
。
 

彼
の
 

言
葉
 

通
り
に
 

云
 

ふ
な
ら
 

ば
、
 

彼
 

は
 

自
分
の
 

藝
 

術
に
、
 

「
首
 

を
 

賭
け
た
」
、
 

「
木
靴
の
 

丈
け
 

だ
け
 

も
 

後
に
 

は
 

引
か
な
か
っ
た
」
。
 

ど
れ
 

も
こ
れ
 

も
 

不
出
來
 

な、
、、
 

レ 
ー 

の
寫
眞
 

の
 

中
に
 

一
 

つ
 

彼
が
 

壁
 

を
 

後
ろ
に
 

し
て
、
 

帽
子
 

を
 

手
に
、
 

睽
を
 

ひ
ろ
げ
て
 

仁
王
 

立
ち
に
 

前
 

を
見
据
 

ゑ
て
 

居
る
 

の
 

だ
け
 

は
 

特
色
の
 

あ
る
 

も
の
 

だ
と
 

思
っ
た
 

サ
 

ン
シ
ェ
 

が
、
 

「
銃
殺
さ
れ
 

よ
う
と
す
 

る
 

農
民
の
 

頭
領
の
 

や
う
 

だ
」
 

と
 

云
 

ふ
と
、
 

さ
す
が
の
 

ミ
レ
，
 

'
も
 

fl
at
te
r 

さ
れ
て
 

微
笑
ん
だ
 

さ
う
 

だ
。
 

然
し
 

そ
の
 

無
 

邪
 

氣
な
虚
 

誇
と
 

微
笑
の
 

中
に
は
 

純
眞
な
 

悲
壯
が
 

包
ま
れ
て
 

罟
る
 

G 

實
 

際
か
ら
 

大
き
な
 

天
 

力
と
 

大
き
な
 

使
命
と
 

を
 

授
か
っ
た
 

人
々
 

が
必
 

す
す
 

\
ら
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

悲
壯
な
 

杯
を
ミ
 

レ 
ー 

も
し
た
，
 

T 
か
す
.
 

t 

ら
 

せ
ら
れ
た
。
 

自
殺
の
 

誘
惑
 

は
 

屢
ぷ
彼
 

を
し
て
 

底
無
し
の
 

深
淵
 

を
^
 

か
せ
た
。
 

「
肉
體
 

的
に
 

も
心
靈
 

的
に
 

も
 

私
は
墮
 

落
し
て
 

來
 

た
や
う
 

だ
。
 

君
の
 

云
 

ふ
 

通
り
に
 

人
生
 

は
 

悲
し
い
。
 

而
 

し
て
 

憩
 

ひ
の
 

場
所
と
 

て
 

は
あ
り
 

は
し
な
い
。
 

休
息
と
 

光
明
と
 

平
和
の
 

境
界
に
 

憧
れ
て
 

溜
息
す
 

る
 

人
の
 

心
 

持
が
 

判
る
 

や
う
に
 

な
っ
て
 

来
た
。
 

ダ
ン
テ
が
 

幽
界
に
 

あ
る
 

人
 

を
し
て
 

地
上
 

生
活
の
 

囘
顧
を
 

『
我
が
 

負
債
の
 

時
』
 

と
 

云
 

は
し
た
 

事
が
 

判
る
 

や
う
に
 

な
っ
て
 

來
た
。
 

—
—
 

ま
あ
い
 

X、
 

お
 

I
 

に
や
り
 

切
 

る
 

所
ま
で
 

や
っ
て
 

見
よ
う
」
 

と
ル
 

ー 
ソ 

I 
に
 

書
い
た
 

事
 

も
 

あ
る
。
 

或
る
時
 

は
 

思
ひ
餘
 

つ
て
 

自
分
の
 

魂
 

を
 

そ
っ
と
 

僞
る
 

や
う
に
 

、
「
自
^
 

し 
わ
ざ
 
 

の-.
! 

は
惡
 

人
の
 

仕
業
 

だ
 

—
—
 

そ
れ
に
 

—
—
 

妻
子
 

供
に
 

遣
す
 

に
し
て
 

は
 

何
と
 

云
 

ふ
 

立
派
な
 

遣
產
 

だ
」
 

と
 

云
っ
て
 

ぢ
 

つ
と
 

そ
こ
に
 

居
 

合
せ
た
 

友
 

の
 

眼
 

を
 

見
つ
め
た
 

後
、
 

突
然
の
 

衝
動
の
 

や
う
に
、
 

「
行
か
う
、
 

行
っ
て
 

日
の
入
り
 

を
 

見
よ
う
。
 

心
が
 

轉
 

す
る
 

事
 

も
 

あ
ら
う
 

か
ら
」
 

と
 

叫
 

ん
だ
事
 

も
あ
っ
た
。
 

自
殺
し
た
 

畫
 

家
に
 

取
り
 

鎚
る
 

妻
子
の
 

有
樣
 

を
構
圖
 

に
し
た
 

畫
を
 

作
っ
て
、
 

恐
ろ
し
い
 

仕
業
か
ら
 

逃
れ
よ
う
と
 

藻
 

力
 
 

すて
 

まち
 

接
い
た
 

事
 

も
あ
っ
た
。
 

窮
迫
の
 

極
 

最
後
の
 

叫
び
の
 

や
う
に
 

「
さ
あ
 

何
ん
で
も
 

來
ぃ
」
 

と
 

措
 

鉢
に
 

云
 

ひ
 

放
つ
 

ま
で
の
 

時
 

も
あ
っ
た
。
 

貧
窮
 

は
こ
の
 

稀
 

有
な
 

畫
家
の
 

ge
ni
us
 

の
 

や
う
に
 

さ
へ
 

兌
え
 

る
。
 

バ
ル
 

ビ
ゾ
ン
 

の
 

簡
素
な
 

生
活
に
 

移
っ
て
 

か
ら
 

も
、
 

彼
の
 

家
の
 

炊
 



煙
 は
 常
に
 
細
か
っ
た
。
 

ル
 
ー 

ソ 
ー
、
 
デ
ィ
 
ャ
ッ
、
 

サ
ン
 
シ
ェ
 
な
ど
の
 
心
 を
 籠
め
 
た
 奔
走
に
 
も
 
係
 は
ら
す
、
 
彼
の
^
 
は
 破
約
さ
れ
 
て
^
 

旋
 人
の
 
手
に
 
還
る
 
事
が
 
多
か
っ
た
 

メ， ま
た
 
月
末
 
I
I
 
何
處
 
に
も
 
金
の
 
見
付
け
出
し
 
や
う
が
な
い
。
 

子
供
 
等
 を
 食
 は
さ
す
 
に
 は
 近
け
 
な
 

い
 
一、 
「
私
の
 
心
 は
眞
喑
 
だ
」
、
 
「
未
來
 
I
 
近
い
 
未
來
 
さ
へ
 
が
 ど
れ
 
程
喑
黑
 
で
あ
る
か
 
を
 君
が
 
知
っ
た
ら
。
 
少
く
 
と
も
 
私
 は
 終
結
ま
で
 

さまた 

働
き
た
い
」
、
 
「
頭
痛
の
 
連
發
で
 
仕
事
が
 
無
喑
に
 
妨
げ
ら
れ
る
。
 
實
に
 
は
か
ど
ら
な
い
。
 
月
末
ま
で
に
 
出
來
 
上
ら
な
か
っ
た
ら
 
ど
う
す
 

れ
 ば
い
、
 
ん
 だ
」
、
 
「
パ
 
マ
 ア
ジ
の
 
や
う
に
 
嵐
の
 
中
で
 
『
助
け
て
 
く
れ
』
 

と
 叫
ば
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
瞬
間
が
 
來
た
。
 
私
 も
 
溺
れ
て
：
^
 
る
。
 
バ
 

マ ア
ジ
と
 
違
 
ふ
 大
切
な
 
點
は
、
 
私
の
 
方
 は
 乾
い
た
 
土
の
 
上
に
 
居
な
が
ら
 
溺
れ
る
 
と
 
云
 
ふ
 事
 だ
。
 
私
 は
 全
く
 
無
 
丁
 又
に
 
な
っ
て
 
し
ま
つ
 

た
」
 
I
I
 
か
う
 
云
 
ふ
 窮
迫
の
 
文
句
 
は
數
 
限
り
 
も
な
 
く
 
見
出
さ
れ
る
。
 

そ
の
 
間
に
 
子
供
 
は
 
九
 人
ま
で
 
生
れ
、
 
二
人
の
 
弟
 は
^
.
:
 
に
な
る
 

目
的
で
 
國
 か
ら
 
出
て
 
來
て
、
 
さ
ら
ぬ
 
だ
に
 
多
過
ぎ
る
 

口
 
を
 
ふ
や
し
た
 

J 
ミ
レ
 

ー 
は
 然
し
 
雄
々
 
し
く
 
も
 
そ
の
 
牋
乘
な
 
肩
に
 
運
命
の
^
^
:
 

を
 背
負
っ
て
 
忍
從
 
し
た
、
 
默
 
つ
て
 
首
 木
に
 
つ
く
 
耕
 牛
の
 
や
う
に
。
 

一
枚
の
 
畫
 布
の
 
ヒ
 
に
い
く
 
つ
も
 
傑
作
が
 
塗
り
つ
 
ぶ
さ
れ
 
た
と
-
.
 ム
ふ
 

一
 つ
の
 
事
柄
 
さ
へ
、
 
後
人
の
 
心
 を
 傷
つ
け
 
る
に
 
は
 十
分
な
 
悲
劇
 
だ
。
 
大
抵
の
 
才
能
 
は
ミ
レ
 

ー 
に
來
た
 
試
練
の
 
屮
の
 
貧
困
と
-
 
ム
 ふ
こ
の
 

試
練
 
だ
け
で
 
存
分
に
 
摧
 か
れ
て
 
し
ま
っ
た
 
で
あ
ら
う
。
 

然
し
 

ミ
レ
，
 

'
の
 

犬
才
は
 

病
苦
、
 

貧
困
、
 

迫
害
に
 

よ
っ
て
 

萎
縮
 

さ
せ
ら
れ
る
 

に
は
^
り
 

に
遝
命
 

的
だ
っ
た
。
 

彼
の
 

灭
 

卞
は
枯
 

る
べ
 

く
 

で
は
な
く
、
 

生
む
べ
く
 

生
れ
た
。
 

：入
 

才
は
 

鬼
子
 

を
 

生
む
。
 

否
定
の
 

眞
：
 

唯
 

中
に
 

あ
っ
て
 

彼
 

は
 

肯
定
 

を
 

生
ん
だ
。
 

「
汝
の
 

額
 

に
よ
っ
て
 

生
く
べ
し
」
 

と
 
云
 
ふ
 永
劫
 
渝
る
 
事
な
 
き
 人
類
の
 
運
命
、
 
そ
の
 
蓮
 命
に
 
ひ
た
ぶ
 
る
に
 
執
お
 
し
て
 
自
然
に
 
對
し
 
鈍
き
 
然
し
^
く
^
 
な
き
 
他
 

鬪
を
繽
 
け
る
 
農
 人
の
 
生
活
、
 
—
—
 
人
類
 
全
體
の
 
苦
惱
と
 
誇
り
と
 
を
象
徵
 
し
た
 
農
 人
の
 
生
活
、
 
そ
れ
 
を
活
 
き
た
る
 
ま
 
\ 
に
^
，
 
の
 眼
へ
 1
 

に
 提
供
し
た
 
の
 は
實
に
 
彼
で
あ
っ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
 「
接
 木
」
 
の
畫
を
 
見
た
 
テ
オ
ド
ル
。
 
ゴ
 

， '
チ
ェ
 
は
、
 
「
不
^
議
な
 
も
の
 
は
^
 
術
の
 
力
 だ
。
 

注
意
 
深
く
 
表
現
さ
れ
 
た
 瑰
鹧
な
 
思
想
 
も
 
人
 を
 
氷
の
 
如
く
 
冷
や
か
な
 
ま
 

X 
で
 澄
く
 
の
に
、
 
灰
色
の
 
土
地
の
.
^
 
で
^
 
通
な
 
仆
^
 
を
し
て
：
^
 

る
 
こ
の
 
二
人
 
は
觀
 
者
の
 
心
 を
 捕
へ
 
て
 夢
想
に
 
導
い
て
 
行
く
」
 

と
 
云
っ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
も
 
亦
 確
^
 
を
 
以
て
 
云
 
つ
て
 
居
る
。
 
「
ど
ん
な
 
«
 村
で
 

S 
レ 

ー 
醴
讚
 
 

二
 

五
 

五
 



有
 

鳥
 

武
郎
 

仝
^
 
第
五
^
 
 

二 
 

C-
 

六
 

も
よ
 

ろ
し
い
。
 

唯
藝
術
 

家
が
 

な
す
べ
き
 

は
 

力
強
く
 

明
確
に
 

そ
れ
 

を
 

現
 

は
す
 

事
 

だ
。
 

藝
術
家
 

は
 

己
れ
 

の
藝
 

術
に
 

對
 

し
て
 

一
 

つ
の
 

中
心
 

觀
 

念
 

を
 

持
っ
て
 

居
て
 

雄
 

辯
に
 

そ
れ
 

を
 

表
現
し
、
 

自
ら
 

Q
 

中
に
 

そ
れ
 

を
 

活
か
し
、
 

烙
印
 

を
 

押
す
 

や
う
に
 

的
確
に
 

こ
れ
 

を
 

他
人
に
 

傳
へ
 

な
け
 

1 

ば
な
ら
 

な
い
。
 

藝
術
 

は
遊
樂
 

で
は
な
い
。
 

そ
れ
 

は
戰
 

だ
。
 

物
を
搗
 

き
こ
な
す
 

ぉ
ぽ
 

だ
。
 

私
 

は
哲
舉
 

者
で
 

は
な
い
 

か
ら
、
 

人
生
の
 

苦
畜
 

を
 

癒
し
 

得
る
 

と
も
、
 

自
分
 

を
 

一
 

個
の
 

ス
 

ト
イ
 

ッ
ク
に
 

仕
上
げ
て
 

惡
に
對
 

し
て
 

無
關
 

心
に
な
る
 

形
式
 

を
 

&
み
 

出
す
 

の
 

だ
と
 

も
 

云
 

は
な
い
。
 

苦
痛
 

だ
っ
て
 

惡
 

ぃ
者
ぢ
 

や
な
い
 

；
…
 

。
」
 

そ
れ
ば
 

か
り
で
 

は
な
い
。
 

如
何
な
る
 

難
 

境
の
 

中
に
 

も
 

運
命
の
 

永
劫
な
 

微
笑
み
 

を
 

感
じ
 

得
る
 

の
 

は
 

天
才
の
 

一
 

つ
の
 

特
瞜
 

だ
。
 

ミ
レ
！
 

も
 

亦
 

自
然
の
 

恩
恵
と
 

人
の
 

心
と
 

を
 

痛
感
し
て
 

淚
 

に
ま
で
 

微
笑
む
 

事
の
 

出
 

來
る
祝
 

g
 

さ
れ
た
 

一 
人
だ
っ
た
。
 

故
 

鄹
の
思
 

ひ
 

出
 

は
 

彼
 

を
 

嬰
 

兒
の
 

や
う
に
 

さ
せ
た
。
 

妻
と
 

子
供
と
の
 

群
れ
 

は
 

彼
 

を
 

雀
躍
り
 

さ
せ
た
。
 

そ
の
 

友
と
 

心
 

を
 

觸
れ
合
 

は
す
 

勇
 

氣
を
も
 

彼
 

は
享
樂
 

し
た
。
 

母
 

が
 

一 
八
 

五
三
 

年
に
 

殁
 

し
た
 

S
 

で
 

翌
年
 

遣
 

産
の
 

分
配
の
 

爲
 

め
に
 

故
 

鄉
に
歸
 

つ
た
 

時
、
 

彼
の
 

要
請
し
た
 

も
の
 

は
 

先
祖
か
ら
 

傳
 

へ
た
 

古
い
 

衣
 

装
^
と
、
 

壁
の
 

這
 

葛
 

を
 

切
り
去
ら
ぬ
 

や
う
に
 

と
の
 

事
だ
っ
た
。
 

彼
 

は
 

自
分
の
 

家
の
 

小
 

庭
の
 

蔓
ー
 

つ
に
 

も
 

手
を
附
 

け
さ
せ
な
か
っ
た
。
 

若
し
 

剪
ら
う
 

と
す
る
と
 

彼
 

は
 

痛
が
 

つ
た
。
 

質
素
な
 

夕
食
 

を
 

家
族
と
 

友
達
と
 

一
 

緒
に
 

す
る
 

程、
、、
 

レ 
ー 

に
 

取
っ
て
 

麗
 

は
し
 

い
 

事
 

は
な
 

か
つ
 

た
。
 

さ
う
 

云
 

ふ
 

時
に
は
 

彼
の
 

口
か
ら
 

驚
く
べ
き
 

諧
謔
 

や
 

諷
刺
が
 

溢
れ
て
 

周
 

圍
の
人
 

を
 

快
活
に
 

し
た
。
 

彼
 

は
 

又
 

言
葉
 

通
り
に
 

樹
々
 

の
 

物
 

言
 

ふ
の
 

を
 

聞
き
、
 

夜
の
 

意
味
 

を
 

知
り
、
 

沈
默
を
 

凝
視
し
，
 

天
體
と
 

交
涉
 

し
、
 

雜
 

草
と
 

氣
脈
を
 

通
じ
た
、
 

私
 

は
こ
，
 

t 
で
も
 

美
し
い
 

言
葉
 

で 彼 自身に 語らせよう。 

「
あ
 

\、
 

私
 

は
 

私
の
 

作
物
 

を
 

見
る
 

も
の
に
 

夜
の
 

光
榮
と
 

恐
怖
と
 

を
 

こ
れ
 

程
に
 

味
識
 

さ
せ
た
い
 

も
の
 

だ
。
 

大
氣
の
 

歌
と
 

沈
默
 

と
つ
ぶ
 

や
 

き
と
 

を
觀
 

者
に
 

聞
き
取
ら
せ
る
 

事
が
 

出
来
る
 

害
 

だ
。
 

彼
等
 

は
 

無
限
 

を
 

感
得
す
べ
き
 

だ
。
 

世
紀
 

又
 

世
紀
 

變
る
 

事
な
 

く
隱
 

見
す
 

る
 

星
々
 

を
 

考
へ
 

る
と
 

恐
ろ
し
く
な
る
 

で
は
な
 

い
か
。
 

彼
等
 

は
 

人
類
の
 

喜
悅
と
 

悲
哀
と
 

を
 

等
し
く
 

照
ら
す
。
 

而
 

し
て
 

わ
が
 

地
球
が
 

粉
碎
 

し
た
 

時
に
 

で
も
、
 

こ
の
 

生
の
 

源
な
る
 

太
陽
 

は
 

平
然
と
 

宇
宙
の
 

荒
廢
を
 

照
し
 

繽
 

け
る
 

事
 

だ
ら
 

う
。
 

！ 



「
何
た
る
 
沈
默
。
 
沈
默
を
 
聞
き
取
ら
 
う
と
 
耳
 傾
け
る
 
沈
默
。
 
沈
默
 
よ
り
も
 
觅
に
默
 
し
た
 
沈
默
。
 
こ
れ
 
こ
そ
 
は
 私
の
^
 
の
 屮
に
现
 
は
し
 

た
い
と
 
願
 
ふ
 所
の
 
者
 だ
。
」
 

「
若
し
 
森
 を
 描
く
な
ら
、
 
私
 は
觀
者
 
を
し
て
 
エ
メ
ラ
ル
ド
 
や
 
ト
ツ
 
パ
 
ー 

ッ
 
や
そ
の
 
外
の
 
賓
石
を
 
思
 
ひ
 出
さ
せ
る
 
や
う
に
 
は
 描
く
ま
い
。
 

光
に
 
輝
く
 
葉
 や
 濃
い
 
影
が
 
人
の
 
心
 を
 喜
ば
し
 
靈
を
 
動
か
す
 
そ
の
 
力
 を
 表
現
す
 
る
爲
 
め
に
 
描
か
う
。
」
 

「
乾
草
 
叉
で
 
麥
束
を
 
高
く
 
か
 
&
げ
る
 
あ
の
人
 
達
の
 
姿
 を
 見
ろ
。
 
夕
暮
の
 
光
に
 
對
 し
て
 
立
つ
 
そ
の
 
形
 は
 
驚
く
べ
き
 
も
の
 
だ
。
 
彼
等
 
は
^
 

光
の
 
中
に
 
あ
っ
て
 
巨
人
の
 
や
う
に
 
見
え
る
 
で
は
な
い
 
か
。
 
向
う
 
の
 物
 蔭
 を
 這
 ふ
や
う
 
に
 歩
い
て
 
行
く
 
あ
の
人
々
 
を
 兌
ろ
。
 
た
し
か
に
 

彼
等
 
は
 平
野
の
 
靈
だ
。
 
し
か
も
 
彼
等
 
は
 乾
草
の
 
重
み
に
 
お
さ
れ
て
 
前
屈
み
に
 
な
っ
た
り
、
 
薪
の
 
大
 荷
に
；
 S
 力
な
く
 
と
ぼ
/
.
 
\ 
と
 歩
む
 

憐
れ
な
 
人
類
に
 
過
ぎ
な
い
 

の
 だ
。
 
然
し
 
こ
-
 f か

ら
 
見
る
 
と
 
何
ん
 
と
 
云
 
ふ
 素
晴
ら
し
 
さ
 だ
。
 
夕
 
曰
の
 
光
 を
 浴
び
て
 
肩
の
 
上
に
^
 
荷
の
 
平
 

衡
を
 
取
っ
て
 
居
る
 
様
の
 
見
事
 
さ
よ
。
 
あ
れ
 
は
 美
 だ
。
 
而
 し
て
 
祌
祕
だ
 
ご
 

「
私
 は
 
ど
ん
な
 
事
が
 
あ
っ
て
も
 
冬
 を
 奪
取
さ
れ
 
た
く
な
い
。
 

ぁ
&
、
 
畑
と
 
林
と
の
 
哀
愁
。
 
そ
れ
 
を
^
な
 
い
の
は
 
何
ん
 
た
る
 
m
 失
 だ
ら
 

う。
」 

凡
 衆
 は
 驚
異
の
 
中
に
 
浸
り
な
が
ら
 
驚
異
 
を
 要
求
し
て
 
歸
齪
 
す
る
。
 
天
才
 
は
 自
己
の
 
周
圍
に
 
驚
異
の
 
多
過
ぎ
る
 
の
に
 
祝
；
 1
 を
 感
じ
^
 

れ
 を
す
 
ら
感
 
す
る
。
 
ル
イ
 

• ナ
ボ
レ
 
オ
ン
が
 
野
心
 
を
 遂
げ
て
 
ナ
ボ
レ
 
オ
ン
 
第
三
 
世
と
 
な
り
、
 
共
和
主
義
の
 
痕
跡
 
を
も
殘
 
す
ま
い
と
 
し
て
 

凡
て
 
の
大
學
 
教
授
の
 
顔
か
ら
 
鬚
 を
 剃
り
 
落
さ
せ
た
り
、
 
大
 練
兵
場
の
 
卽
位
 
式
に
 
は
、
 
羅
 馬
の
 
古
 英
雄
 
を
 人
民
に
 
聯
想
 
さ
せ
ろ
 
は
め
に
、
 

兼
ね
て
 
馴
ら
し
て
 
置
い
た
 
大
鷲
を
 
王
宮
か
ら
 
放
っ
て
 
自
分
の
 
頭
上
に
 
舞
 
ひ
 遊
ぶ
 
仕
掛
 
を
し
た
り
 
し
て
、
 
乎
 製
 
S
 驚
^
 
を
播
き
 
^
ら
し
 

て
 居
る
 
間
に
、
 
ミ 

レ 
ー 
は
 人
の
 
顧
み
な
い
 
地
の
 

一 隅
に
 
あ
っ
て
 
眞
實
 
の
ど
ん
 
底
に
ま
で
 
自
已
を
 
掘
り
下
げ
て
 
行
っ
た
。
 

一 八
 三
 〇
ハ
个
 
は
 

實
に
 
佛
國
藝
 
術
界
の
 
一
大
 轉
期
 
だ
っ
た
。
 
藤
史
螯
 
人
物
 
畫
に
 
於
て
 
は
ド
 
ラ
ク
ロ
ア
の
 

一
派
、
 
風
景
^
で
 
は
 デ
ィ
 
ュ
ブ
レ
 
の
 
一 派
が
 
八/ 

ま
で
の
 
古
典
主
義
か
ら
 
全
く
 
獨
 立
し
て
 
浪
漫
派
の
 
旌
旗
を
 
打
ち
立
て
た
。
 

そ
れ
 
は
 今
ま
で
の
 
形
式
の
 

{.兀 成
の
 
み
を
觇
 

つて，：：： 然
を
鲁
 
一 

ミ
レ
！
 
醴
讚
 
 

一一^ 
七
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

二
 五
八
 

視
 し
た
 
瀕
死
の
 
狀
 態
に
 
火
 を
 
投
げ
込
ん
だ
 
運
動
に
 
相
違
な
か
っ
た
。
 
け
れ
ど
も
 

レ 
ォ
 
ン 

ス. ベ
ネ
 
テ
ィ
 
ッ
ト
 
が
い
み
 
じ
く
 
道
破
し
た
 
や
 

う
に
、
 
浪
漫
派
 
も
 
畢
竟
 
古
典
派
と
 
同
様
な
 
錯
誤
 
を
し
た
 
事
 を
 免
れ
な
い
。
 
彼
等
 
は
 神
々
 
や
 王
侯
 
や
 古
 英
雄
の
 
代
り
に
 
中
古
の
 
武
士
 
や
 

殉
教
者
 
を
 置
き
 
か
 
へ
、
 
プ
ル
 
タ
 
ー 
ク
 
ゃ
リ
ビ
 

ー 
ゃ
ホ
 

ー 
マ 

ー 
の
 
代
り
に
 
オ
シ
 
ヤ
ン
 
や
 パ
イ
 
ロ
ン
 
ゃ
ス
コ
 

ッ ト
を
與
 
へ
た
に
 
と
^
ま
つ
 

た
。
 
然
る
に
 

一
 八
 四
 八
 年
の
 
政
治
的
 
革
命
に
 
よ
っ
て
 
裏
書
き
 
さ
れ
た
 
人
心
の
 
革
命
 
は
 遂
に
 
藝
術
を
 
人
 
そ
の
も
の
 
自
然
 
そ
の
も
の
に
 
肉
 

白
 一 さ
せ
た
。
 
ク
ル
べ
 

ー
、
 

ド
 
ー 
ミ
エ
、
 

バ
 
ー 
イ
エ
、
 

ル
 
ー 

ソ 
ー、 

コ
ロ
 

ー 
等
 は
實
に
 
そ
の
 
戰
士
 
と
し
て
 
現
 は
れ
た
 
の
 だ
。
 
ミ
レ
 

ー 
は
 

勿
論
 
そ
の
 
最
も
 
偉
大
な
る
 
も
の
、
 

一
人
 
だ
。
 
ミ
レ
，
 
"
は
よ
り
 
多
く
 
人
の
 
藝
術
 
家
と
 
し
て
 
出
發
 
し
た
。
 
そ
の
 
初
期
の
 
製
作
 
中
に
 
あ
っ
て
 

は
 人
 を
 
取
り
 
圍
む
 
自
然
 
は
 重
に
 
人
の
 
背
景
と
 
し
て
の
 
み
 役
立
 
た
れ
た
。
 
然
し
 
彼
の
 
徹
視
 
は
こ
れ
 
だ
 
け
で
 
は
 
彼
を
滿
 
足
さ
せ
な
 
か
つ
 

た
。
 
彼
の
 
人
 
は
 自
然
に
 
融
け
 
合
っ
て
 
行
っ
た
。
 
而
 し
て
 
遂
に
 
人
 は
 自
然
の
 
中
に
 
沒
 入
し
て
 
し
ま
っ
た
。
 
彼
の
 
畫
 幅
に
 
在
る
 
も
の
 
は
、
 

物
で
 
も
な
 
く
 
風
景
で
 
も
な
い
。
 
唯
 彼
の
 
異
常
な
 
天
稟
 
を
 
通
し
て
 
見
極
め
ら
れ
た
 
自
然
が
 
あ
る
 
許
り
と
 
な
っ
た
。
 

ド
 
ー 

ミ 
H と

 
ク
ル
 

v 
1 
と
が
 
人
物
に
 
徹
底
し
た
 
間
に
、
 
又
ル
 

ー 
ソ 

ー 
と
コ
ロ
 

ー 
と
が
 
風
景
に
 
浸
 滲
し
た
 
問
に
、
 

ミ
レ
 

ー 
は
 人
間
と
 
自
然
と
の
 
有
機
的
な
 

融
合
 
を
 成
就
し
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
畫
は
 
階
段
 
的
に
 
進
歩
し
て
 
行
っ
た
。
 
か
く
し
て
 
彼
の
 
名
作
 
は
 殆
ん
ど
 
毎
年
 
そ
の
 
實
績
を
 
示
し
た
。
 

二
 

八
 五
 〇
 年
の
 
「
種
播
 
く
 
人
」
 
か
ら
 
始
ま
っ
て
、
 

「
鏠
 物
す
 
る
 
女
」
、
 
「
ル
ツ
と
 
ボ
 
ア
ツ
」
、
 
「
莉
 手
」
、
 
「
バ
ル
 
ビ
ゾ
ン
 
の
 牧
羊
者
」
 
が
 出
、
 

一
八
 
五
 五
 年
に
 
は
 
「
接
 木
」
、
 

一
八
 
五
 七
 年
に
 
は
 
「
落
穗
 
拾
 
ひ
」
、
 
「
ア
ン
ジ
ュ
 
ラ
ス
」
、
 

一
八
 
五
 九
 年
に
 
は
 
「
木
 樵
と
 
死
」
、
 

一
八
 
六
 

〇
ハ
 牛
 こ. は

 
「
ト
ビ
」
、
 
「
毛
^
:
 
り
」
、
 
「
子
等
に
 
哺
食
 
す
る
 
婦
」
、
 

一
 八
 六
 
一
 年
に
 
は
 
「
馬
 鈴
薯
 
播
種
」
、
 

一
 八
 六
 三
年
に
 
は
 「
鍬
に
 
倚
れ
る
 

E 力」， 
「
夕
 暮
羊
を
 
伴
 
ひ
歸
る
 
牧
者
」
、
 

一
 八
 六
 
年
に
 
は
 
「
女
 牧
者
」
、
 

一
 八
 六
 五
 年
に
 
は
ト
 

ー 
マ 

ス 家
の
 
壁
畫
 
及
び
 

「
グ
 
レ
ビ
 

ェ 
の
 

村
は
づ
 
れ
」
、
 
一
 八
 六
 九
 年
に
 
は
 
「
針
仕
事
」
，
 

一
 八
 七
 〇
 年
に
 
は
 
「
十
 
一
 月
」
、
 
「
乳
酪
 
造
り
」
、
 
「
絲
績
 
ぎ
」
、
 
「
屠
り
 
豚
」
、
 
一 八

 七
 叫
 年
 

に
 は
 
「
春
」
、
 
「
收
薆
 

一 な
ど
が
 
出
で
、
 
そ
の
 
死
後
の
 
畫
窒
に
 
は
 

f グ
ル
シ
 

ー 
の
 海
岸
」
 
や
 
「
グ
レ
 
ビ
エ
の
 
寺
」
 
が
殘
 
つ
て
 
居
た
。
 
彼
 

は
 亦
 稀
 有
な
 
鉛
筆
 
畫
の
 
妙
手
で
あ
っ
た
 
か
ら
、
 
寶
 玉
の
 
や
う
な
 
小
さ
な
 
作
品
が
 
非
常
な
 
數
を
 
以
て
 
こ
の
 
外
に
 
製
作
さ
れ
 
て
 居
る
。
 



か
く
し
て
 

ミ
レ
 

ー 
は
 

靑
年
を
 

味
方
に
 

持
っ
た
 

狭
い
 

然
し
 

根
 

强
ぃ
赏
 

讃
と
、
 

大
多
數
 

の
 

批
評
家
と
 

欽
ぉ
^
 

^
に
よ
っ
て
 

放
 

た
れ
る
 

底
 

意
地
 

惡
ぃ
 

罵
詈
と
 

の
 

g
 

に
 

立
 

つ
 

て
 

淋
し
い
 

自
己
 

の
 

道
 

を
柘
 

い
て
 

進
ん
だ
。
 

勝
利
 

は
 

遂
に
 

徐
ろ
 

に
來
 

た、
」 

^
名
の
な
い
 

ミ
レ
，
 

'
の
 

,,
,r
  

r. 

見
て
 

賞
 

讃
の
嘆
 

聲
を
發
 

し
た
 

ミ
レ
 

ー 
の
 

先
師
 

デ
ラ
 

ロ
ッ
シ
 

は
 

そ
の
 

作
者
の
 

名
 

を
 

問
 

く
に
 

及
ん
で
、
 

「
彼
 

は
强
き
 

人
な
 

り 
」 

と
^
 

：：=
::：

= 
せ
 

ざ
 

る
 

を
 

得
な
か
っ
た
。
 

一
八
 

六
 

七
 

年
の
 

萬
 

國
博
覽
 

會
は
バ
 

ル
ビ
 

ゾ
ン
畫
 

派
に
 

取
っ
て
の
 

ォ
 

ー 
タ 

ー 
口，
' 

で
あ
っ
た
 

が
、
 

ミ
レ
 

ー、
 

ル
 

I 

ソ 
I 

等
 

は
 

動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
 

勝
利
者
と
 

な
っ
た
。
 

彼
等
の
 

靈
 

は
僻
兒
 

と
 

嫉
妬
と
 

に
 

烦
 

は
さ
れ
 

な
い
 

ぬ
 

尺
 

の
^
に
 

始
め
て
 

内
れ
 

の
 

光
 

を
 

放
 

つ
 

た
"
 

美
術
 

局
長
が
 

レ
ジ
オ
 

ン 
.ド

. 
ノ 

1 
ル
 

章
 

を
 

受
く
 

ベ
 

き
 

作
者
 

の
 

名
 

を
擧
げ
 

て
ミ
レ
 

ー 
に
來
 

る
と
 

參
 

列
^
;
 

の
 

扪
 

采
 

は
-
 

M
 

の
 

如
く
 

渦
卷
き
 

起
り
、
 

局
長
 

は
 

氣
を
顚
 

倒
し
て
 

後
を
讀
 

み
 

綾
け
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

程
だ
っ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
こ
の
^
 

に
あ
っ
て
 

サ
ン
 

シ
 

ェ 
に
か
う
 

書
き
送
っ
た
。
 

「
私
の
 

望
む
 

凡
て
 

は
、
 

私
の
 

仕
事
に
 

よ
っ
て
 

生
活
し
 

子
供
 

等
 

を
 

養
せ
 

す
る
 

お
 

が
 

出
來
、
 

而
 

し
て
.
 

c:
 

分
が
.
^
 
 

乂
 

し
た
 

印
象
の
 

凡
て
 

を
 

描
い
て
、
 

そ
れ
が
 

私
の
 

熱
愛
す
 

る
 

民
衆
の
 

同
情
 

を
 

受
け
て
 

居
る
 

の
を
感
 

す
る
、
 

そ
れ
だ
け
 

だ
、
 

そ
れ
だ
け
が
 

欲
 

し
い
 

も
の
 

だ
。
 

さ
う
 

す
れ
ば
 

私
 

は
 

人
生
が
 

齎
し
 

得
る
 

凡
て
 

の
 

も
の
 

を
 

得
た
 

事
に
な
る
。
」
 

彼
の
 

生
活
 

も
こ
の
^
 

か
ら
 

や
う
 

や
く
 

顺
^
 

に
 

向
っ
た
。
 

「
彼
の
 

忠
實
な
 

伴
侶
で
 

同
時
に
 

そ
の
 

家
庭
の
 

守
護
天
使
」
 

と
 

呼
ば
れ
た
 

妻
の
 

大
病
 

も
：
！
^
 

し
、
 

子
の
 

フ
ラ
ン
 

ソ
ァ
 

も
^
 

家
と
 

な
り
、
 

二
人
の
 

娘
 

は
 

若
い
 

妻
と
 

な
っ
た
。
 

然
し
 

同
時
に
 

ミ
レ
 

ー 
の
 

健
^
 

は
衰
へ
 

始
め
た
。
 

彼
 

は
 

一
八
 

五
！
 

ハ
 
や
と
 

_ん
：：
 

パ
 

I 
に
 

引
き
 

續
 
い
て
 
最
愛
の
 
祖
母
と
 
母
と
 
を
 
失
 
ひ
、
 

一
 八
 六
 七
 年
に
 
は
 眞
實
の
 
友
な
る
 
ル
 
ー 

ソ 
I 
を
 失
 は
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
か
っ
た
。
 

そ
の
"
々
々
 

年
に
 
は
 
ル
，
'
 
ソ
，
'
 
の
氣
狂
 
ひ
の
 
妻
が
 
ミ
レ
 

ー 
の
 手
厚
い
 
介
抱
に
 
も
 
係
 は
ら
す
 
良
人
の
 
後
 を
 追
っ
た
。
 
そ
の
^
に
 

业：： 佻
 
の
^
に
 

1: 
八
 

七
 〇
 年
)
 
戰
爭
が
 
起
っ
た
。
 

プ
 

口 
シ
ャ
 
の
 兵
 は
 勝
ち
に
 
乘
 じ
て
 
國
 境
に
 
攻
め
入
っ
た
。
 
セ
ダ
ン
の
 

が
 陷
る
数
 

=： 前
ミ
 

レ，' 
•  ̂
に
 

こ
の
 
忌
 は
し
い
 
動
亂
を
 
避
け
て
 
暫
く
 
故
 擲
に
歸
 
つ
た
。
 
そ
の
^
に
 
共
産
主
義
者
の
 
動
 亂
が
巴
 
里
に
 
起
り
、
 

ミ
レ
 

ー 
は
 忍
 
ひ
も
 
か
け
す
 

ク
ル
べ
 

ー 
を
 
統
領
と
 
す
る
 
藝
術
家
 
團
體
の
 
首
謀
者
に
 
推
さ
れ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
か
、
 
る
 暴
徒
の
 
群
れ
に
，
：
：
：
 
分
 を
 兑
 出
す
^
 
を
^
 
端
に
 
滅
 

つ
て
 
膠
な
 
く
斷
 
つ
た
。
 
彼
の
 
頭
 は
か
 

\ 
る
 亂
雜
な
 
故
！
：
 
の
出
來
 
事
の
 
爲
 
め
に
 
痛
み
 
亂
れ
 
た
。
 
然
し
 
か
ナ
る
 

も
お
 
術
に
 
S
 す
る
 
彼
 

ミ
レ
 

I 
媲
 
m
 
 

二：
 

九
九
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 六
 0
 

の
 愛
 を
 も
ぎ
 
取
る
 
事
 は
出
來
 
な
か
っ
た
。
 

而
 し
て
 
生
涯
 
を
 强
く
活
 
き
た
 
天
才
の
 
晩
年
に
 
の
み
 
見
得
る
 
厳
か
な
 
落
着
き
と
 
深
い
 
感
情
と
 

を
 
以
て
 
故
鄉
の
 
風
景
 
を
 描
き
 
繽
 け
た
。
 

シ
ル
 
べ
ス
タ
 

ー 
は
 
そ
の
 
海
岸
の
 
畫
の
ー
 

つ
 を
 見
て
 
思
 は
す
 
叫
ん
で
 
云
 
ふ
、
 
「
ミ
レ
 

ー 
は
 そ
の
 

生
涯
の
 
絡
 頂
に
 
達
し
た
。
 
而
 し
て
 
最
も
 
平
凡
な
 
單
 純
な
 
も
の
 

^ 
中
に
 
崇
美
を
 
見
出
す
 
事
 を
 我
々
 
に
敎
 
へ
る
。
 

：
：
：
 
こ
れ
 
は
 
一
 つ
の
 
作
 

ほとばし 

畫
 で
は
な
い
、
 
魂
の
 
迸
り
 
だ
。
 
こ
れ
は
^
 
間
 だ
、
 
光
 だ
、
 
而
 し
て
 
靈
だ
。
 
こ
れ
 
は
螯
 
か
れ
た
 
る
 
『
詩
篇
』
 
だ
」
。
 

1
 八
 七
 
一
 年
に
 
ミ
レ
 

ー 
は
 再
び
 
バ
 
ル
ビ
 
ゾ
ン
 
に
歸
 
つ
た
。
 
七
 〇
 年
に
 
サ
 
n 

ン 
の
 {
#
 査
 員
に
 
ミ
レ
 

ー 
を
 推
薦
し
た
 
政
府
 
は
 
七
 四
 年
に
 

バ
ン
 
テ
オ
ン
の
 
壁
畫
を
 
命
じ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
 喜
ん
で
 
こ
の
 
承
認
に
 
報
い
よ
う
 
と
し
た
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
習
作
に
 
取
り
 
か
，
^
 
つ
た
が
 
も
う
 

遲
 か
っ
た
。
 
そ
の
 
年
の
 
夏
に
 
突
然
 
咯
 血
し
て
 
十
二
月
 
初
め
か
ら
 
發
 熱
の
 
爲
め
 
幾
度
 
か
 昏
睡
 
狀
 態
に
 
陷
る
 
や
う
に
 
な
っ
た
。
 

一
八
 
七
 五
 

年
の
 
正
月
の
 
或
る
 
寒
い
 
日
に
 
ミ
レ
 

ー 
は
 突
然
 
耳
 近
く
で
 
鈇
聲
を
 
聞
い
た
。
 
驚
い
て
 
そ
の
 
故
 を
 尋
ね
た
 
彼
 は
、
 
村
に
 
近
づ
い
た
 
一
匹
の
 

あた
 

鹿
が
 
彈
に
 
中
っ
て
 
隣
家
の
 
庭
に
 
逃
げ
込
ん
で
 
死
ん
だ
 
と
 
云
 
ふ
 事
 を
 聞
か
さ
れ
た
。
 

「
こ
れ
 
は
 S
 徵
だ
」
 
と
 
彼
 は
か
す
 
か
に
 
云
っ
た
。
 
數
 

日
の
 
後
、
 
二
十
日
の
 
朝
早
く
、
 
彼
は
靜
 
か
に
 
聖
者
の
 
や
う
な
 
死
 を
 
死
ん
だ
。
 
畫
 窒
に
淺
 
さ
れ
た
 

「
グ
 
レ
ビ
 
ュ
の
 
寺
」
 
は
 淺
ぃ
舂
 
色
 を
 

籠
め
 
た
ま
 

X 復
活
の
 
希
望
の
 
や
う
に
 
畫
 架
の
 
上
に
 
置
か
れ
て
 
居
た
。
 
彼
は
ル
 

ー 
ソ 

I 
の
 傍
に
 
葬
ら
れ
た
。
 

ミ 
レ 

I 
自
身
の
 
 

ー||  一口 葉
か
ら
。
 

「
私
 は
 何
ん
で
も
 
强
 
い
も
の
 
を
 好
む
。
」
 

r
 ミ
ケ
 
ラ
ン
ジ
ェ
 

I! と
ブ
ッ
 
サ
ン
 
に
 次
い
で
 
私
 は
 最
も
 
原
始
 
派
の
 
畫
家
を
 
愛
す
る
。
 
小
兒
の
 
や
う
に
 
單
 純
な
 
主
題
、
 
無
意
識
な
 
表
現
、
 

理
窟
 
は
 
云
 は
な
い
で
 
生
命
に
 
充
ち
 
溢
れ
た
 
人
物
、
 
叫
ば
す
 
つ
ぶ
や
か
す
 
强
 く
忍
從
 
す
る
 
人
物
、
 
敢
て
 
そ
の
 
意
味
 
を
 尋
ね
よ
う
 
と
も
せ
 

お まて 

す
に
 
人
生
の
 
锭
を
 
確
守
す
 
る
 人
物
、
 
そ
れ
 
等
が
 
非
常
に
 
好
き
だ
。
」
 



「
昆
る
 
事
 は
 描
く
 
事
 だ
。
」
 

「
色
彩
の
 
調
和
 
は
 或
る
 
種
類
の
 
色
の
 
併
置
よ
り
も
 
明
喑
 
の
：
 止
し
い
 
平
均
に
 
よ
っ
て
 
成
就
さ
れ
 

る.。 
そ
こ
に
 
は
 完
全
な
 
平
衡
が
な
く
て
 

は
な
ら
ぬ
。
」
 

「
私
の
 
綱
領
 
は
勞
 
働
で
 
あ
る
。
 
是
は
 
人
類
の
 
自
然
の
 
條
件
 
だ
。
 
『
汝
の
 
汗
に
 
よ
っ
て
 
バ
 
ン
を
喰
 
は
ざ
る
^
 
か
ら
す
 
J
 と
 
は
 遠
い
^
 
紀
の
 

昔
に
 
云
 は
れ
た
 
言
葉
 
だ
。
 
人
 問
 
の
 運
命
 
は
不
變
 
だ
。
 
又
變
 
化
さ
せ
る
 
事
が
 
出
來
 
な
い
。
」
 

「
美
 は
 顔
の
 
形
 や
 色
彩
で
 
表
 は
さ
れ
 
る
 も
の
で
 
は
な
い
。
 
美
 は
 形
 體
の
全
 
體
の
效
 
菜
と
、
 
そ
の
 
場
合
々
々
 

に
？
 5
 切
な
 
動
作
と
 
に
よ
つ
 

て
 表
 は
れ
る
 
の
 だ
。
 
君
の
 
所
謂
 
可
愛
ら
し
い
 
百
姓
 
娘
 は
，
 
粗
朶
 
を
 集
め
る
 
事
 も
、
 
八
月
の
 
陽
の
 
下
に
^
 
穂
 を
 拾
 
ふ
 事
 も
、
 
井
 尸
か
ら
 

水
 を
 
汲
み
上
げ
る
 
事
 も
出
來
 
な
い
だ
ら
 
う
。
 
私
が
 
一
人
の
 
母
 を
 描
く
 
と
す
れ
ば
，
 

そ
の
 
赤
兒
の
 
上
に
 
投
げ
る
 
顔
 付
 だ
け
で
 
彼
女
 

や. 力
 

化
し
よ
う
と
 
試
み
る
 
だ
ら
 
う
。
 
美
 は
 表
現
に
 
あ
る
の
 
だ
"
」
 

「
人
 
は
 些
細
の
 
も
の
 
を
し
て
 
崇
高
 
を
 表
現
せ
 
し
め
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
そ
こ
に
 
眞
實
の
 
力
が
 
潜
む
 
J
 

「
彼
等
 
は
 私
を
强
 
ひ
て
 
彼
等
に
 
服
從
し
 
客
間
 
藝
術
を
 
作
ら
せ
 
得
る
 
と
 
思
っ
て
 
居
る
 
が
、
 
そ
れ
 
は
 W
 逮
 
ひ
だ
。
 
私
 
は
^
 
姓
 
に
^
れ
た
。
 

而
 し
て
 
百
姓
で
 
死
ぬ
 
の
 だ
。
 
私
 は
 自
分
の
 
感
じ
た
 
も
の
 
を
 表
現
し
、
 
私
が
 
自
分
で
 
は
た
 
も
の
 
を
 描
く
。
 
木
靴
の
 
丈
け
 
も
 
後
ろ
に
 
は
 引
 

か
な
い
で
 
立
場
 
を
 守
っ
て
 
見
せ
る
。
 
必
要
が
 
あ
れ
ば
 
私
も
亦
 
自
分
の
 
名
 譽
の
爲
 
め
に
 
は
 ど
れ
^
 
戰
へ
 
る
か
 
を
 御
^
に
 
入
れ
よ
う
。
」
 

「
寒
く
 
つ
て
 
冬
の
 
や
う
だ
っ
た
。
 

夜
 は
 冷
え
切
っ
た
。
 
昨
日
の
 
朝
 は
 氷
が
 
張
っ
て
 
地
の
 
上
 は
か
ん
 
く
に
 
堅
く
な
 
つ
た
。
 
^
の
 
庭
の
 

樹
に
は
 
花
の
^
い
た
 
の
が
 
あ
つ
た
が
 
可
哀
さ
 
う
だ
っ
た
 
ピ
 

「
(
夕
陽
 
を
 見
て
)
 
あ
す
こ
に
 
眞
理
が
 
あ
る
"
 
そ
の
 
爲
め
 
に
お
 
互
に
 
戰
 は
う
。
」
 

「
『
水
 
を
 
汲
む
 
女
』
 で
 私
が
 
現
 は
さ
う
 
と
し
た
の
 
は
 
水
 搬
入
で
 
も
な
け
れ
ば
 
下
婢
で
 
も
な
い
。
 
^
に
 

一 人
の
^
 
人が，：：： 分

の
^
.
 M
s
 
は
 

め
に
、
 
夫
 や
 子
等
の
 
ソ
ッ
プ
 
を
 作
る
 
爲
 め
に
 
水
 を
 
汲
む
 
の
 を
 表
 は
さ
う
 
と
す
る
 
の
 だ
。
 

私
 は
 彼
女
が
 

一
 桶
の
 
水
よ
り
^
 
く
も
 
4： く

も
 

ミ
レ
，
 
禮
讚
 
 

二
 六
 
1 



有
岛
武
 
郞
仝
集
 
笫
五
卷
 
 

二
 六
 
二
 

ゆが
 

な
い
 
も
の
 
を
 運
ん
で
 
居
る
 
の
 を
 描
か
う
.
 
と
し
た
。
 

力
 を
 
出
す
 
た
め
に
 
歪
め
た
 
顔
 付
と
、
 
日
の
 
光
に
 
ひ
そ
め
た
 
眼
 付
で
 
觀
者
は
 
そ
の
 
弒
 

おそ
 

に
 素
朴
な
 
親
切
 
さ
を
認
 
む
べ
き
 
喾
 だ
。
 
私
 は
 
一
 種
の
 
怖
れ
 
を
 
以
て
 
セ
 
ン
チ
 
メ
ン
タ
ル
に
 
近
づ
く
 
凡
て
の
 
も
の
 
を
 避
け
た
 
ど
こ
ろ
 
か
、
 

外
の
 
臺
所
 
仕
事
と
 
同
樣
 
に
こ
の
 
仕
事
 
も
 
彼
女
の
 
日
々
 
の
 行
事
で
 
生
活
の
 
習
 
は
し
に
 
過
ぎ
な
い
 
と
 
思
っ
て
 
居
る
 
事
 を
 
示
さ
う
 
と
し
た
。
 

私
 は
义
觀
 
者
が
 
活
々
 
し
た
 
古
風
な
 
井
戸
の
 
姿
に
 
よ
っ
て
 
彼
女
が
 
水
 
を
 汲
む
 
前
に
 
何
 代
 も
の
 
人
々
 
が
 
こ 

X 
に
來
 
た
か
を
 
想
 は
さ
う
 
と
し
 

た
 J
 

や 

「
私
 は
：
^
 象
が
 
偶
然
に
 
取
り
集
め
ら
れ
 
た
の
で
 
も
な
 
く
、
 
畫
 
に
さ
れ
 
る
爲
 
め
に
 
持
ち
出
さ
れ
 
た
の
で
 
も
な
 
く
、
 
强
ぃ
已
 
み
 難
い
 
因
緣
 

に
よ
っ
て
 
配
列
し
て
 
居
る
 
の
を
觀
 
者
に
 
感
ぜ
し
 
め
る
 
や
う
に
 
描
き
た
い
。
 
私
の
 
表
現
す
 
る
 人
物
 
は
 恰
も
 
そ
の
 
場
所
に
 
從
屬
し
 
彼
等
の
 

あ
る
 
以
外
の
 
も
の
で
あ
る
の
 
は
 思
 
ひ
も
 
よ
ら
ぬ
 
事
で
 
あ
る
 
や
う
に
 
描
き
た
い
。
 

：
：
：
 
私
 は
 
必
要
な
 
だ
け
の
 
凡
て
 
の
 も
の
 
を
强
く
 
且
つ
 

完
全
に
 

描
き
出
し
た
い
 

…
…
 
」
 
 

し 

「
(
ル
 
ー 

ソ
 
ー 
の
 家
に
 
居
た
 
畫
家
 
ヴ
ァ
ラ
 
ル
ヂ
の
 
自
殺
に
 
遇
っ
て
)
 
こ
の
 
摺
懼
 
す
べ
き
 
最
後
の
 
様
 は
 私
の
 
眼
 を
 離
れ
な
い
。
 
彼
の
 
苦
悶
 

の
 程
 を
 想
像
し
て
 
見
 給
へ
。
 

…
…
 
そ
の
 
晚
も
 
眠
れ
な
か
っ
た
 
の
で
 
彼
 は
 自
殺
の
 
決
心
 
を
し
た
 
の
 だ
。
 
彼
 は
 食
堂
に
 
行
っ
て
 
ル
 
ー 

ソ 
ー 

夫
人
の
 
鋏
 を
 
取
っ
た
。
 
而
 し
て
 
寢
臺
の
 
側
に
 
突
っ
立
つ
 
た
ま
、
 
力
が
 
阻
み
き
 
る
ま
で
 
滅
多
 
突
き
に
，
 
を
 突
い
て
、
 
倒
れ
る
 
拍
子
に
^
 
卓
 

に
顏
 
を
ぶ
 
つ
け
 
床
に
 
膝
 を
つ
 
い
た
 
事
 は
、
 
鼻
と
 
膝
頭
の
 
擦
疵
で
 
察
す
る
 
事
が
 
出
來
 
る
。
 
そ
の
 
騷
 ぎ
で
 
蠟
燭
が
 
倒
れ
た
 
が
 幸
に
 
も
 
落
ち
 

る
 問
に
 
消
え
た
 
。
こ
の
 
不
幸
な
 
男
が
 
眞
喑
な
 
中
 
を
の
た
 
う
ち
 
廻
っ
て
、
 
流
れ
 
溜
っ
た
 
血
に
 
滑
っ
て
 
は
ま
ろ
 
び
 滑
っ
て
 
は
ま
ろ
 
び
し
 
な
が
 

ら
、
 
漸
く
の
 
事
で
 
寢
臺
 
ま
で
 
迪
 り
つ
い
た
 
そ
の
 
苦
悶
の
 
樣
を
 
想
像
し
て
 
見
 給
へ
。
 
こ
の
 
恐
ろ
し
い
 
苦
悶
が
 
眞
喑
な
 
中
で
 
行
 は
れ
た
 
辜
 

を
 想
像
し
て
 
見
 給
へ
。
 
寢
臺
の
 
上
で
 
彼
が
 
ど
れ
 
程
藻
搔
 
い
た
 
事
だ
っ
た
 
ら
う
 
か
 は
 そ
こ
い
ら
 
中
の
 
も
の
に
 
生
々
 
し
く
 
印
せ
ら
れ
 
て
 居
 

ぎやくと 

た
。
 
若
し
 
彼
が
 
自
殺
す
 
る
 前
に
、
 
夜
 明
と
 
共
に
 
現
 は
れ
 
出
た
 
こ
の
 
酷
た
ら
 
し
い
 
光
景
 
を
逆
覩
 
す
る
 
事
が
 
出
來
 
た
ら
、
 
屹
度
^
 
ひ
 
止
つ
 

た
に
 
相
逮
 
な
い
 
程
 だ
。
 
家
が
 
燒
 け
な
か
っ
た
 

の
 は
 奇
蹟
の
 
や
う
 
だ
。
 
蠟
燭
は
 
始
め
 
敷
布
の
 
上
に
 
落
ち
て
 
床
の
 
上
を
轉
 
が
り
、
 
や
が
て
 



窓
掛
の
 
下
に
 
行
っ
て
 
止
っ
た
 
の
 だ
。
 
若
し
 
火
事
で
 
も
 出
た
ら
 
ル
 
I 

ソ 
ー 

に
 取
っ
て
 
何
た
る
 
事
が
 
出
來
 
し
た
ら
 
う
。
 
そ
の
^
の
^
 
上
に
 

あ
っ
た
 
畫
窒
は
 
同
よ
り
 
助
か
り
 
や
う
が
な
い
。
 

考
 
へ
て
 
見
 給
へ
、
 
ル
 
ー 

ソ 
I 

の
 油
 繪
と
素
 
描
 習
作
と
 
が
 
一 炽
に
燒
 
け
て
 
し
ま
 
ふ
^
を
。
 

彼
が
 
手
 を
つ
 
け
た
 
も
の
 
成
就
し
た
 
も
の
が
 
そ
の
 
不
在
 
中
に
 
全
部
 
破
壤
 
さ
れ
て
，
 

一 握
の
 
灰
ば
 
か
り
が
 
殘
 る
と
 
云
 
ふ
^
を
お
 
へ
て
 
见
給
 

へ
。
 
私
 は
ま
 
だ
 上
の
空
 
だ
。
 
…
；
 
私
 は
ま
 
だ
 
こ
ん
な
^
 
じ
 
を
經
驗
 
し
た
 
辜
が
な
い
。
 

c
 殺
の
 
雰
圍
：
 ̂
の
屮
 
に
 呼
吸
す
 
る
の
 
が
 
こ
ん
な
 

： 苦
し
い
 
も
の
と
 
は
 知
ら
な
か
っ
た
。
 

私
 は
 悪
夢
に
 
襲
 は
れ
 
通
し
 
だ
 ビ
 

「
人
々
 
は
 
カ
イ
ユ
 
寺
院
の
 
周
圍
の
 
墓
場
 
を
壞
 
し
て
 
祭
日
の
 
舞
踏
の
 
場
所
に
 
し
ょ
う
と
し
て
 
居
る
。
 
そ
れ
 
は
 君
 も
 
知
っ
て
 
る
 
通
り
、
 
過
 

ぎ
し
 
日
 
を
 思
 
ひ
 起
さ
せ
る
 
可
憐
な
 
稀
れ
 
な
る
 
場
所
の
 

一
 つ
 だ
。
 
…
…
 
白
痴
の
 
や
う
に
 
馬
鹿
で
 
心
か
ら
 
無
 

な
 
カ
イ
ユ
の
 
化
：
^
 は
、
 

1」 

れ
の
 
血
族
の
 
骨
で
 
自
分
の
 
土
地
 
を
 
肥
や
さ
う
 
と
し
て
 
居
る
。
 
宫
 
み
さ
へ
 
す
れ
ば
 
ど
の
 
方
面
か
ら
 
來
る
 
金
で
 
も
 
平
^
な
 
の
 だ
。
 
竹
.
 E
 で
 

. 成
り
立
っ
た
 
地
^
 
競
寶
 
す
る
！
 

こ
の
 
賤
民
 
ど
も
 
は
 自
分
の
 
家
族
の
 
骨
 を
 
畑
に
 
捲
い
て
 
馬
鈴
薯
 
で
も
 
肥
や
す
 
^
 り
で
 
W
 る
の
 
だ
。
 
何
 

と
；
 ぶ
ふ
 
罰
 あ
た
り
な
 
畜
生
 
っ
ぽ
い
 
人
間
の
 
手
 だ
ら
 
う
。
 
施
す
べ
き
 
策
が
 
あ
る
な
ら
 
す
ぐ
 
何
ん
 
と
か
し
て
 
く
れ
な
い
 
か
。
 
彼
奴
 
等
の
 
心
 

と
め
ど
 
 
わき ま 

. の
 卑
陋
 
さ
と
 
來
 た
ら
 
止
 度
 も
辨
へ
 
も
な
い
。
」
 

「
何
し
ろ
 

大
っ
 

び
ら
 

に
 

表
現
し
た
い
 

事
 

を
 

表
現
し
て
 

見
せ
る
 

の
 

は
 

溜
飮
の
 

下
る
 

事
 

だ
 

ピ
 

「
(
『
鍬
に
 
倚
れ
る
 
男
』
 
の
 評
に
 
對
 し
て
)
 
彼
 は
 私
の
 
發
明
 
で
は
な
い
。
 

こ
の
 
表
现
 
I
I
 
大
地
の
 
叫
喚
 
I
I
 
は
^
か
ら
^
 
こ
え
て
 
ゐ
 
る
の
 

だ
。
 
思
 
ふ
に
 
わ
が
 
批
評
家
 
先
生
 
達
 は
 高
等
な
 
趣
味
と
 
智
能
と
 
を
 持
っ
た
 
方
々
 
だ
ら
 
う
。
 
が
、
 
私
 
は
 先
生
 
達
の
 
皮
 を
 被
つ
 
て
^
ま
す
 
I
S
 

に
 は
 行
か
な
い
。
 
そ
し
て
 
私
 は
生
來
 
畑
の
 
外
に
 
は
 何
ん
 
に
も
 
知
ら
な
い
の
 
だ
か
ら
、
 
そ
こ
で
 
働
い
た
 
時
^
た
り
 
感
じ
た
り
 
し
た
お
 
を
 

忠
實
に
 
申
出
よ
う
 
と
す
る
 
外
 
は
な
い
 
の
 だ
。
 
私
 以
上
に
 
出
来
る
 
人
々
 
が
 出
た
ら
、
 

私
 は
 
そ
の
 
人
违
 
を
^
に
 
幸
；
 1
 た
 人
 
だ
と
 
思
 ふ
 J
」
 

『
(
テ
オ
ド
ル
.
。
 
へ 

口 
ッ
ケ
に
 
巾
し
迗
 
つ
て
)
 
藝
術
は
 
言
語
 
だ
。
 
そ
し
て
 
言
語
 
は
觀
 
念
の
 
表
現
の
 
爲
 め
に
 
設
け
ら
れ
た
 
も
の
 
だ
と
.
 
ム
 ふ
せ
 

を
 信
す
 
る
 極
め
て
 
少
數
な
 
評
論
家
の
 
君
 は
 
一 人

 
だ
。
 
I
I
 
何
處
 
か
で
 
讀
ん
 
だ
覺
 
え
が
 
あ
る
が
 
T
 蘇
 術
 以
上
に
 
才
能
 
を.： 小

す
-
お
 
術
^
 
は
 

ミ
レ
 

ー 
蹬
讃
 
 

二
 六
 三
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

二
 六
 四
 

禍
 
ひ
な
る
 
か
な
』
 
だ
。
 
…
…
 
モ
ン
 

ーフ ー 
ヌ
が
 
見
事
に
 
云
っ
て
の
 
け
た
 
や
う
に
 
『
藝
術
 
を
 自
然
 
化
す
る
 
代
り
に
、
 
彼
等
 
は
 自
然
 
を
 技
巧
 

化
し
て
 

居
る
』
 

…
…
 

」
 

「
如
何
な
る
 
も
の
 
も
 
そ
れ
 
自
身
の
 
時
と
 
處
に
 
置
か
れ
て
 
美
で
 
な
い
 
も
の
 
は
な
い
。
 
反
對
 
に
、
 
正
し
い
 
處
と
 
時
と
 
か
ら
 
離
れ
て
 
美
し
い
 

も
の
 
は
 
一
 つ
も
な
い
。
 
木
質
 
を
 弱
め
る
 
や
う
な
 
事
は
斷
 
然
し
て
 
は
な
ら
な
い
。
 

ア
ポ
 

口 
は
 
ア
ポ
 

口、 
ソ
ク
ラ
テ
ス
 
は
 
ソ
ク
ラ
テ
ス
 
だ
リ
 

1 一 者 を
 混
合
し
ょ
う
 と
す
れ
ば
 出
来
 上
ら
ぬ
 中
に
 兩
者
 と
も
 無
く
な
っ
て
 し
ま
 ふ
だ
ら
 う。 

眞
 直
な
 樹
と
 曲
っ
た
 樹
 と
ど
つ
 ち
が
 美
 

し
い
の
 だ。 

…
…
 そ
の
 處
を
 得
た
 方
が
 美
し
い
 の だ。 だ

か
ら
 私
 は 結
論
す
 る、 美

 は
 適
合
 だ。」 

「
結
對
 

の
 

美
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

事
 

は
 

最
も
 

馬
鹿
々
々
 

し
い
 

妄
想
の
 

一
 

つ
 

だ
。
 

そ
ん
な
 

事
 

を
 

思
案
す
 

る
 

人
 

は
 

恐
ら
く
 

は
 

自
然
の
 

物
象
 

中
に
 

美
 

を
 

感
受
す
 

る
 

事
が
 

出
來
 

な
い
か
ら
 

に
 

違
 

ひ
な
い
。
 

彼
等
 

は
 

過
去
の
 

考
察
に
 

忙
殺
さ
れ
て
 

そ
れ
 

等
の
 

要
求
の
 

凡
て
 

を
滿
 

た
す
 

も
の
 

は
 

自
然
 

だ
と
 

云
 

ふ
 

事
 

を
 

閑
却
し
て
 

居
る
。
 

氣
の
 

毒
な
 

も
の
 

だ
。
 

彼
等
 

は
 

詩
人
で
 

な
い
-
 

1
 

に
 

詩
的
な
 

の
 

だ
 

；
…
 

」
 

「
天
 

氣
は
陰
 

氣
で
雨
 

だ
。
 

空
 

は
 

暗
く
 

雲
 

は
 

低
い
。
 

然
し
 

か
う
 

云
 

ふ
 

天
氣
の
 

方
が
 

私
 

は
 

日
光
よ
り
 

好
き
だ
。
 

凡
て
の
 

も
の
が
 

悒
 

欝
な
豐
 

富
な
 色
彩
 
を
 取
る
。
 
而
 し
て
 視
力
 
を
 和
げ
、
 
腦
を
鎭
 
め
る
。
」
 

「
藝
術
 

家
が
 

自
然
か
ら
 

得
た
 

印
象
の
 

み
に
 

直
接
に
 

單
 

純
に
 

倚
 

賴
 

し
な
く
な
る
 

瞬
 

問
に
 

藝
術
 

は
墮
 

落
す
 

る
。
 

そ
の
 

時
 

巧
者
な
 

仕
上
げ
が
 

自
然
 

を
 

追
 

ひ
の
け
て
 

頹
廢
が
 

始
ま
る
。
 

ァ
 

ン
チ
 

ウ
ス
の
 

比
喩
 

譚
に
ァ
 

ン 
チ
ウ
 

ス 
の
 

足
が
 

地
か
ら
 

離
れ
る
 

と
 

力
 

を
 

失
 

ひ
 

地
に
 

着
く
 

と
 

力
 

を
 

恢
復
す
 

る
 

や
う
に
、
 

人
 

は
 

自
然
か
ら
 

眼
 

を
 

背
け
た
 

が
 

最
後
、
 

力
か
ら
 

離
れ
て
 

し
ま
 

ふ
。
 

…
…
 

」
 

「
人
 

は
 

他
人
に
 

觸
れ
る
 

事
が
 

出
来
る
 

爲
 

め
に
 

は
 

己
れ
 

が
 

觸
れ
ら
 

れ
る
事
 

を
 

必
要
と
 

す
る
"
」
 

「
馳
走
が
 

代
る
 

度
に
 

新
し
い
 

皿
が
 

出
て
、
 

葡
萄
酒
 

も
 

何
も
か
も
 

最
上
 

等
だ
っ
た
。
 

然
し
 

白
狀
 

す
る
と
 

私
 

は
こ
ん
 

な
 

御
馳
走
に
 

は
 

嬉
し
 

が
る
よ
り
も
 

ま
ご
つ
く
 

方
 

だ
。
 

こ
の
 

次
に
 

は
ど
う
 

す
れ
ば
.
 

s
 

\ 
か
と
 

撗
 

眼
で
 

隣
の
 

仕
方
 

を
盜
 

見
し
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
 

い
ん
だ
。
」
 

「
私
 は
 海
 を
 見
渡
す
 

『
村
 
は
 づ
れ
』
 
の
畫
を
 
描
い
て
 
居
る
。
 
古
な
 
じ
み
の
 
楡
は
 
風
の
 
爲
 め
に
 
く
ね
り
 
出
し
た
。
 
私
 は
こ
の
 
樹
が
、
 
^
 



の
 思
想
の
 
中
に
 
見
得
る
 
や
う
に
，
 

{ゃ： 問
に
 
際
立
っ
て
 
現
 は
れ
る
 
や
う
に
 
し
た
い
と
 
ど
れ
 
程
 願
 
ふ
だ
ら
 
う
。
 
あ
 
\ 
私
の
 
少
^
の
 
時
 ゆ
 想
 

It 滿
 た
さ
れ
て
 
見
え
た
 
廣
茫
 
た
る
 
地
平
線
，
 
お
前
の
 
力
 
を
 ど
う
か
し
て
 
人
々
 
に
 感
じ
さ
す
 
事
 は
出
來
 
な
い
だ
ら
 
う
か
。
 

：
：
：
 
」
 

「
私
 は
 鵞
鳥
の
 
群
れ
 
を
 描
き
 
か
け
て
 
居
る
。
 
直
き
 
描
き
 
上
げ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
が
、
 
私
と
 
し
て
 
は
 
う
ん
と
 
時
^
 
を
 か
け
て
 
仕
上
げ
 

た
い
の
 
だ
。
 
私
 は
 鵞
鳥
 
共
の
 
啼
き
聲
 
が
 空
に
 
ひ
^
き
 
渡
る
 
や
う
に
 
し
て
 
兌
た
い
。
 

あ
 
i、 

生
命
、
 
生
命
、
 
全
 

の
 生
命
 
ー
」
 

「
あ
の
 
美
し
い
 
天
ま
絨
 
の
 や
う
な
 
放
牧
地
。
 
牝
牛
 
達
が
 
畫
を
 
描
き
 
得
な
 
い
 と
 
云
 
ふ
 
の
 は
 S
J
 念
な
 
事
 だ
。
」
 

「
(
最
後
の
 
故
鄕
 
訪
問
の
 
時
)
 私
が
 
生
れ
、
 
父
母
が
 
生
き
 
旦
っ
 
死
ん
だ
 
故
屋
に
 

一
 個
の
 
旅
客
と
 
し
て
 
歸
 
つ
て
 
兌
る
 
と
 深
い
 
哀
し
い
 
感
^
 

に
 
ひ
た
り
 
切
る
。
 
そ
の
 
哀
れ
な
 
家
 を
 
見
た
 
時
 私
の
 
胸
 は
 裂
け
よ
う
 
と
し
た
。
 
何
ん
 
と
 
云
 
ふ
 感
慨
 
を
 喚
び
 
起
す
^
 
よ
。
 

-符 て
^
い
た
^
 

の
 あ
る
 
畑
に
 
も
 
私
 は
 行
っ
て
 
見
た
。
 
其
處
で
 
私
と
 
一
緒
に
 
働
い
た
 
人
達
 
は
 何
處
に
 
行
っ
て
 
し
ま
っ
た
ん
だ
。
 
私
と
 
一
^
に
 
渺
茫
 
た
る
 

海
 を
 眺
め
た
 
眼
 は
 何
處
に
 
行
っ
て
 
し
ま
っ
た
ん
だ
。
 

今
日
 
そ
の
 
畑
 は
 他
人
に
 
屬
 し
て
 
居
る
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
人
 
は
 私
に
 
對
 し
て
、
 
^
様
 

は
 
そ
こ
に
 
何
 を
し
て
 
居
る
 
の
 だ
と
 
詰
問
 
も
し
 
得
る
 
し
、
 
し
ょ
う
と
 
思
 
へ
 ば
 私
 を
 
そ
こ
か
ら
 
追
 
ひ
 拂
ふ
蔡
 
も
出
來
 
る
の
 
だ
。
」
 

r
 藝
術
家
 
は
 偉
大
な
 
崇
高
な
 
目
的
 
を
 有
た
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
 
云
 
ふ
 事
に
 
は
 君
 も
 
同
意
し
て
 
く
れ
る
 
だ
ら
 
う
。
 
そ
れ
な
 
し
に
 
は
 彼
 は
ど
う
 

し
て
 
彼
 自
身
 
さ
 
へ
 夢
想
 
も
し
 
得
な
い
 
目
的
に
 
達
す
る
 
道
 を
 開
く
 
事
が
 
出
来
よ
う
 
ぞ
。
 
ゆ
 t
 几
な
 
き
 犬
 は
ど
う
し
て
 
飚
 物
の
 
跡
を
逍
 
ふ
せ
 

が
出
來
 
よ
う
 
ぞ
。
 
だ
か
ら
 
藝
術
家
 
を
判
斷
 
す
る
 
に
 は
 
そ
の
 
人
の
 
目
的
の
 
性
質
と
 
そ
の
 
0: 的

 を
 達
す
る
 
態
度
に
 
よ
ら
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
 

い
。
 

…
…
 

」
 

「
(
病
歿
の
 
前
年
)
 
私
の
 
肉
 體
は
益
 

i 衰
 
へ
て
も
 
私
の
 
心
臓
 
は
 冷
た
く
な
 
つ
て
 
行
く
 
や
う
な
 
s
 は
な
い
"
」
 

生
，
 活
と
 
文
化
，
 
こ
の
 
二
つ
の
 
言
葉
 
は
異
語
 
同
意
で
 
あ
る
 
如
く
 
現
代
 
は
 云
 
ふ
。
 
若
し
く
は
 
さ
う
 
い
ふ
 
必
要
の
 
な
い
 
程に，：：： ^

な
ゆ
^
 

ミ
レ
 

ー 
鵡
讚
 
 

二
 六
 五
 



有
 

鳥
 

武
郎
仝
 

集
 
筘
五
卷
 
 

二
 

六
 

六
 

と
し
て
、
 

詮
議
 

を
 

重
ね
よ
う
 

と
し
な
い
。
 

經
濟
學
 

は
原
朋
 

と
し
て
、
 

牧
畜
か
ら
 

農
業
、
 

農
業
か
ら
 

ェ
藝
、
 

ェ
藝
 

か
ら
 

商
業
と
 

い
ふ
 

や
う
に
 

文
化
 

發
 

達
の
 

階
梯
 

を
 

作
り
、
 

新
し
い
 

も
の
 

程
 

高
度
の
 

文
化
 

を
 

代
表
す
 

る
 

も
の
 

X 
如
く
 

斷
 

じ
て
 

ゐ
る
。
 

工
業
と
 

商
業
と
 

が
 

造
り
 

立
て
た
 

都
會
 

は
、
 

從
 

つ
て
 

現
代
 

文
化
の
 

中
心
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

と
 

推
論
す
 

る
 

3 
人
類
 

生
活
の
 

精
華
と
 

要
素
と
 

は
 

悉
皆
 

都
 

會
と
云
 

ふ
 

小
 

地
積
に
 

集
め
ら
れ
た
 

觀
が
 

あ
る
。
 

都
 

會
は
國
 

の
 

中
に
 

あ
っ
て
 

一
 

つ
の
 

國
 

で
あ
る
 

迄
に
な
 

つ
た
。
 

地
方
行
政
か
ら
 

全
く
 

獨
 

立
し
た
 

け
れ
ば
 

成
り
 

立
っ
て
 

行
け
な
い
 

程
 

特
異
な
 

生
活
が
 

都
會
の
 

中
に
 

醱
酵
 

し
た
。
 

然
し
 

都
會
的
 

生
活
と
 

人
類
 

大
多
數
 

の
 

生
活
と
 

の
^
に
 

は
 

何
ん
 

と
い
 

ふ
 

廣
ぃ
 

溝
が
 

撗
た
 

へ
ら
れ
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
ら
 

う
。
 

人
類
の
 

大
多
数
 

は
 

都
會
的
 

文
化
に
 

封
し
て
 

羡
 

望
の
 

眼
 

を
 

向
け
る
 

か
、
 

呪
 

詛
の
聲
 

を
 

放
つ
 

か
、
 

無
 

干
涉
な
 

態
度
に
 

出
る
 

外
 

を
 

知
ら
な
い
で
 

ゐ
る
。
 

力
 

ー 
ラ
イ
ル
の
 

文
章
 

を
 

少
し
 

綿
密
に
 

讀
ん
だ
 

人
 

は
 

誰
で
も
 

氣
 

付
く
 

事
で
 

あ
る
が
 

彼
 

は
 

(c
iv
il
iz
at
io
n)
 

と
い
 

ふ
 

字
 

を
 

極
端
に
 

忌
み
嫌
っ
て
 

ゐ
た
。
 

而
 

し
て
 

世
の
 

人
が
 

文
化
と
 

い
ふ
 

字
で
 

現
 

は
さ
う
 

と
す
る
 

所
に
 

は
 

進
 

歩
 

(p
ro
gr
es
s)
 

と
い
 

ふ
 

字
 

を
 

用
 

ゐ
て
ゐ
 

る
。
 

偶
々
 

彼
が
 

文
化
な
る
 

語
彙
に
 

據
る
揚
 

合
 

は
、
 

大
方
 

一
種
の
 

反
語
 

又
は
 

皮
肉
と
 

し
て
 

そ
の
 

字
 

を
 

使
っ
て
 

ゐ
る
。
 

カ
ァ
 

ペ
ン
ク
 

ー 
は
 

文
化
と
 

は
 

人
類
が
 

或
る
 

場
合
に
 

犯
さ
れ
る
 

疫
病
の
 

一
種
で
、
 

し
か
も
 

そ
の
 

疫
病
に
 

打
ち
勝
ち
 

若
し
く
は
 

完
全
に
 

癒
え
た
 

揚
合
 

は
、
 

歴
史
上
 

皆
無
 

だ
と
 

さ
へ
 

云
っ
て
 

ゐ
る
。
 

普
通
に
 

考
 

へ
ら
れ
て
 

ゐ
る
 

所
謂
 

文
化
の
 

酵
母
な
る
 

都
會
 

生
活
 

を
、
 

我
々
 

は
 

軍
に
 

在
る
 

が
ま
、
 

の
 

望
ま
し
い
 

狀
 

態
と
し
て
 

考
 

ふ
べ
き
 

で
は
な
い
 

の
 

だ
。
 

我
々
 

は
も
う
 

一
度
 

こ
の
種
の
 

生
活
 

を
險
 

せま 

^
し
て
 

見
る
 

必
要
に
 

逼
ら
 

れ
て
ゐ
 

る
の
 

だ
。
 

都
會
的
 

文
化
の
 

功
過
 

を
 

秤
 

量
し
 

直
し
た
ら
、
 

我
々
 

は
 

案
外
な
 

恐
る
べ
き
 

結
 

架
に
 

驚
く
 

だ
 

ら
う
。
 

何
故
 

に
 

文
化
 

は
か
く
 

生
活
 

を
 

出
し
 

拔
 

い
 

て
 

先
き
 

走
り
 

を
し
 

て
 

し
ま
 

つ
た
の
 

だ
ら
 

う
。
 

そ
れ
 

は
 

人
間
の
 

中
に
 

潜
む
 

イ
ヴ
が
 

ア
ダ
ム
 

を
 

出
し
 

拔
 

い
た
か
ら
 

だ
。
 

彼
女
 

は
 

好
奇
心
と
、
 

移
り
 

氣
と
、
 

的
の
 

な
い
 

向
上
心
 

(
或
る
 

時
 

は
 

そ
れ
が
 

CI
CW
nv
va
rd
  

as
pi
ru
-i
cn
 

で
あ
り
 

得
る
)
 

と
、
 

煽
動
 

力
と
、
 

美
 

装
し
た
 

肉
 

性
と
、
 

健
忘
 

性
と
の
 

持
主
 

だ
。
 

彼
女
 

自
身
の
 

力
 

は
 

皆
無
 

だ。
. 

然
し
 

彼
女
が
 

ア
ダ
ム
と
の
 

交
涉
を
 

繋
ぐ
 

時
に
は
 

恐
る
べ
き
 

力
の
 

多
產
 

者
と
 

な
る
。
 

ア
ダ
ム
 

を
樂
圜
 

か
ら
 

逐
ひ
 

出
し
た
 

の
 

も
 

彼
女
 

だ
。
 

ァ
 

ゼ
ン
ス
 

に
 

寡
頭
政
治
の
 

濫
觴
 

を
 

作
っ
た
 

の
 

も
 

彼
女
 

だ
 

J 
ァ
レ
キ
 

サ
ン
 

ダ
 

ー 
大
王
の
 

心
 

を
と
 

ろ
か
し
た
 

の
 

も
 

彼
女
 

だ
。
 



へ 
口 デ

王
 
を
し
て
 
洗
禮
の
 
ヨ
ハ
ネ
 
を
馘
 
ら
し
た
 
の
 も
 
彼
女
 
だ
。
 
羅
 馬
か
ら
 
ケ
ト
 

ー 
と
 
ス
パ
ル
タ
 
カ
ス
 
を
 放
逐
し
て
 

シ
 
ー 
ザ
，
'
 
と
 情
 を
 

通
じ
た
 
の
 も
 
彼
女
 
だ
。
 
か
く
て
 
彼
女
 
は
帝
國
 
主
義
と
 
中
央
 
集
 權
と
を
 
生
ん
だ
。
 
彼
女
の
 
多
產
 
は
、
 
中
 
世
紀
に
 
よ
っ
て
 
阢
 ま
れ
た
 
ビ
け
 

に
、
 
近
代
に
 
な
つ
て
か
ら
 
更
に
 
激
し
 
さ
を
增
 
し
た
。
 
そ
の
 
頭
 髮
は
異
 
國
の
膏
 
油
を
耍
 
求
し
、
 
そ
の
 
n
 
は
 他
鄉
の
 
珍
味
 
を
 求
め
、
 
そ
の
 

肉
 は
 絹
と
 
羊
毛
と
 
を
 慕
 ひ
、
 
そ
の
 
眼
 は
 絢
爛
な
 
色
彩
 
を
、
 
そ
の
 
耳
 は
 淫
蕩
な
 
樂
^
 
を
、
 
そ
の
 
頭
 は
 廻
り
く
 
ど
い
 
现
^
 
を
 
欲
し
た
。
 
彼
 

女
 は
こ
の
 
底
止
す
 
る
 所
 を
 
知
ら
な
い
 
欲
求
の
 
遂
行
 
を
、
 
人
^
の
 
中
に
 
潜
む
 
主
人
に
 
し
て
 
问
 時
に
 
奴
 

な
る
 
ア
ダ
ム
に
 
命
じ
た
 
の
 だ
。
 

醜
い
 
な
り
に
 
も
 
尊
い
 
魂
の
 
持
主
で
 
あ
り
、
 
力
の
 
源
で
 
あ
り
な
が
ら
、
 
^
鈍
で
、
 

侃
1
:
 
で
、
 
し
ぶ
と
い
 
忍
耐
力
に
 
よ
っ
て
 
惯
ら
 
さ
れ
た
 

ア
ダ
ム
 
は
 
r
 汝
の
 
額
の
 
汗
に
 
よ
っ
て
 
パ
ン
 
を
 喰
へ
」
 

と
 
命
じ
た
 
祌
の
 
宜
齿
を
 
今
 も
 守
っ
て
、
 
永
久
に
 
地
か
ら
 
離
れ
る
^
 
が
出
來
 
た
い
 

で
ゐ
 
る
^
に
、
 
悲
し
む
べ
き
 
彼
が
 
運
命
的
の
 
弱
點
 
と
し
て
、
 
氣
狂
 
ひ
に
な
る
^
 
イ
ヴ
に
 

H 糸
 は
さ
れ
 
な
が
ら
、
 
彼
女
と
の
^
 
綵
を
斷
 
ち
 

i 
ぎ
 
 

十 
ベ 

切
る
 
事
が
 
出
來
 
な
い
 
ば
か
り
 
か
、
 
イ
ヴ
な
 
し
に
 
は
 地
上
 
生
活
の
 
淋
し
 
さ
 
を
 紛
ら
す
 
術
 を
 知
ら
な
い
で
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
い
か
 
it イ

ヴ
に
.
：
.
 迚
 

用
せ
ら
れ
 
て
、
 
自
分
の
 
道
 を
 踏
み
迷
 
ふ
ば
 
か
り
で
 
な
く
、
 
イ
ヴ
 
を
 
す
ら
 
あ
ら
ぬ
 
方
に
 
走
り
；
 あ
か
せ
な
が
ら
、
 

二
人
が
 
兀
 
に
^
り
 
合
つ
 

て
 
正
し
く
 
生
き
る
 
道
 を
 尋
ね
 
出
し
 
か
ね
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
彼
 は
 醜
い
 
力
 
リ
バ
 

ン 
の
 や
う
に
、
 
何
 を
 求
め
て
 
い
、
 
か
 を
 知
ら
な
い
で
、
 
水
め
 

て
な
ら
 
な
い
 
も
の
 
を
 求
め
な
が
ら
 
呻
い
て
 
ゐ
る
。
 
イ
ヴ
 
は
 
ア
ダ
ム
 
を
 
易
々
 
と
 
二
つ
の
 
指
の
 
問
に
 
摘
み
 
上
げ
て
 
ゐ
る
。
 
而
 し
て
 
ア
ダ
ム
 

の
 頭
の
 
上
で
 
輕
々
 
と
 
千
 態
 萬
 様
の
 
舞
踊
 
を
 
を
 
ど
る
。
 

ア
ダ
ム
 
は
 水
 だ
。
 
而
 し
て
 
イ
ヴ
 
は
 波
 だ
。
 
ア
ダ
ム
 
は
 斡
 だ
。
 
而
 し
て
 
イ
ヴ
 
は
 花
 だ
。
 
生
活
と
 
文
化
と
 
は
か
く
し
て
 
人
尘
 

に
^
 

盾
し
た
 
囘
旋
を
 
彫
り
付
け
て
 
行
く
。
 

田
園
 
は
 神
が
 
造
り
、
 
都
 會
は
惡
 
魔
が
 
造
っ
た
 
と
 
誰
か
 

ビ 
云
っ
た
。
 
然
し
 
さ
う
 
で
は
な
い
。
 
，
K
 
は
 人
^
の
 
巾
に
 
浒
む
 
ア
ダ
ム
が
、
 

卽
ち
 
男
が
 
田
圃
 
を
 造
っ
た
 
の
 だ
。
 
而
 し
て
 
イ
ヴ
が
、
 
卽
ち
 
女
が
 
都
會
を
 
造
っ
た
 
の
 だ
 C 

女
が
 
都
 會
に
對
 
す
る
 
興
味
 
を
 投
げ
 
拾
て
，
 
-
兑
 
ろ
。
 

子
 は
す
ぐ
 
さ
ま
 
都
會
 
生
活
の
 
苦
し
い
 

不，： ：： 然
 か
ら
^
れ
 
出
て
 
し
ま
 
ふ
だ
ら
 

ミ
レ
 

I 
鱧
 
讚
 
 

二
 六
 七
 



有
 

島
武
郎
 

*
 

集
 
笫
五
卷
 
 

二
 

六
 

八
 

う
。
 

雄
の
 

孔
雀
が
 

雌
の
 

孔
雀
の
 

前
に
、
 

苦
し
い
 

思
 

ひ
 

を
し
て
 

尾
羽
 

を
 

摘
げ
 

て
 

見
せ
る
 

や
う
に
、
 

男
 

は
 

都
會
で
 

女
の
 

機
嫌
 

を
 

取
ら
う
 

と
 

し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 

か
く
て
 

都
會
的
 

生
活
 

は
 

近
代
 

文
化
の
 

具
體
的
 

表
現
に
 

な
っ
た
。
 

か
く
 

移
り
 

氣
な
 

イ
ヴ
が
 

生
み
出
し
た
 

文
化
 

の
 

姿
 

は
 

そ
れ
 

故
 

本
質
的
な
 

何
者
 

も
な
い
。
 

刻
 

々 
變
 

化
す
 

る
 

萬
 

様
の
 

姿
態
の
 

ど
れ
 

を
眞
 

の
 

文
化
 

だ
と
 

指
し
示
す
 

ベ
 

き
で
 

あ
る
か
と
 

詮
議
 

を
し
て
 

見
る
 

時
、
 

誰
が
 

そ
こ
に
 

的
確
な
 

答
 

解
を
馊
 

出
し
 

得
よ
う
 

J 
又
 

そ
の
 

文
化
の
 

何
れ
 

を
 

人
間
 

本
来
の
 

生
活
の
 

様
式
と
 

定
め
 

得
よ
う
。
 

コ；
 

代
繽
 

け
て
 

都
會
人
 

同
士
が
 

結
婚
 

す
れ
ば
、
 

そ
の
 

血
統
 

は
 

結
え
る
 

と
い
 

は
れ
て
 

ゐ
る
。
 

んも
 

人
間
 

全
體
の
 

生
活
と
 

は
 

全
然
 

沒
交
 

涉
な
藝
 

術
と
 

道
德
 

と
が
 

酸
さ
れ
 

て
ゐ
 

る
。
 

何
等
か
の
 

意
味
で
：
^
 

輪
ば
 

か
り
な
 

人
間
が
 

寄
り
集
ま
つ
 

て
ゐ
 

る
，
 

そ
ん
な
 

も
の
 

を
 

都
會
的
 

生
活
の
 

本
質
と
 

名
 

づ
け
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
か
。
 

そ
れ
 

は
 

明
か
に
 

人
間
 

全
體
の
 

生
活
に
 

對
 

す
る
 

侮
蔑
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

見
よ
 

人
間
 

本
来
の
 

生
活
 

は
 

文
化
 

を
 

一
 

皮
め
 

く
っ
た
 

そ
の
 

下
に
 

潜
ん
で
 

ゐ
 

る
の
 

だ
。
 

そ
れ
 

は
 

永
劫
に
 

亙
っ
て
 

變
る
 

事
の
 

な
い
 

鈍
い
 

喑
 

い
 

生
命
の
 

流
れ
 

だ
。
 

メ
デ
ュ
 

サ
の
顏
 

を
 

思
 

は
せ
 

る
 

様
な
 

冷
や
か
な
 

酷
 

さ
が
 

そ
の
 

流
れ
 

を
滿
 

た
し
て
 

ゐ
る
。
 

多
く
の
 

人
 

は
 

そ
こ
に
 

足
 

を
 

踏
み
入
れ
 

る
の
 

を
 

非
常
に
 

躊
躇
せ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

程
の
 

氣
味
惡
 

さ
が
 

潜
ん
で
 

ゐ
る
。
 

然
し
 

そ
の
 

生
命
に
 

喰
 

ひ
 

入
る
 

勇
氣
さ
 

へ
 

あ
れ
ば
，
 

喰
 

ひ
 

入
れ
ば
 

喰
 

ひ
 

入
る
 

程
 

人
類
に
 

對
 

す
る
 

侗
 

性
の
 

聯
絡
 

は
 

緊
迫
し
て
、
 

そ
こ
に
 

始
め
て
 

人
生
の
 

普
遍
と
 

特
性
と
 

本
質
と
 

が
 

見
出
さ
れ
 

る
に
 

至
る
 

で
あ
ら
う
。
 

ミ
レ
 

I 
は
 

普
遍
 

を
 

ty
pi
ca
l 

で
、
 

特
性
 

を
 

ch
ar
ac
te
r 

で
、
 

本
質
 

を
 

na
tu
re
 

と
い
 

ふ
 

一一
 

一一 口 
葉
で
 

云
ひ
晃
 

は
し
て
 

ゐ
る
。
 

彼
 

は
 

そ
の
 

生
涯
の
 

熱
意
と
 

愛
慾
と
 

を
 

傾
け
 

盡
 

し
て
、
 

こ
れ
ら
の
 

曾
 

葉
に
 

生
き
た
 

表
現
 

を
與
 

へ
る
 

爲
 

め
に
 

働
い
た
 

の
 

だ
。
 

ミ
レ
 

1 
は
 

農
 

人
で
 

あ
つ
た
が
 

故
に
、
 

農
 

人
で
 

終
っ
た
 

の
 

だ
と
 

云
っ
て
 

し
ま
っ
た
の
 

で
は
 

餘
 

り
に
 

簡
單
だ
 

。 
彼
 

は
 

都
會
的
 

文
化
に
 

は
、
 

耽
溺
 

す
べ
き
 

凡
て
の
 

も
の
 

は
あ
っ
て
 

も
、
 

徹
底
す
べ
き
 

何
物
 

も
な
い
 

事
 

を
嚴
 

し
く
 

體
驗
 

し
た
の
 

だ
。
 

醉
 

つ
た
 

眼
に
 

は
 

色
々
 

な
 

も
の
が
 

見
 

え
、
 

覺
 

め
た
 

眼
に
 

は
 

何
物
 

も
 

兌
え
な
い
。
 

さ
う
 

し
た
 

不
思
議
な
 

迷
宮
が
 

都
會
的
 

文
化
で
 

あ
る
 

事
 

を
見
拔
 

い
た
の
 

だ
。
 

彼
 

は
 

凡
て
の
 

誠
 



實
な
 
人
が
 
求
め
る
 
や
う
に
、
 
動
か
な
い
 
足
の
 
踏
み
 
立
て
 
場
 を
 求
め
た
。
 
而
 し
て
 
そ
れ
 
を
 原
始
的
 
だ
と
 
稱
 
せ
ら
れ
る
 
農
民
の
 
生
活
の
 
4
 

こ 架
り
 
得
た
 
の
 だ
。
 
彼
 は
 決
然
と
 
し
て
 
唯
獨
 
り
、
 
寂
し
い
 
道
 を
 
田
園
に
、
 
卽
ち
 
生
活
の
 
中
核
に
 

で
歸
 
つ
て
 
行
っ
た
。
 
そ
こ
に
 
彼
 を
 

待
ち
設
け
て
 
ゐ
 
た
も
の
 
は
、
 
勞
 役
と
、
 
苦
悶
と
、
 
永
劫
に
 
瓦
-
る
 
「
大
地
の
 
叫
喚
」
 
と
で
あ
っ
た
。
 
渝
る
蔡
 
な
き
 
悲
慘
な
 
人
生
の
 
姿
が
 

眞
 向
か
ら
 
彼
の
、
 い
 を
 鞭
っ
た
。
 
然
し
 
ミ
レ
 

ー 
は
 文
化
と
 
云
 
ふ
 色
眼
鏡
で
 
當
 面
の
 
苦
痛
か
ら
 
逃
れ
よ
う
 
と
す
る
 
卑
^
 
は
し
な
 
力
っ
た
。
 

彼
 は
 更
に
 
そ
の
 
奥
に
 
進
み
 
入
っ
た
。
 
而
 し
て
 
生
活
と
 
い
ふ
 
も
の
、
 
ど
ん
底
に
、
 
寛
大
と
、
 
勒
勞
 
と
、
 
平
和
と
、
 
^
^
や
 
も
さ
 

と
 

愛
 

の
 根
と
 
を
 見
出
し
た
 
の
 だ
。
 
彼
の
 
藝
術
 
は
こ
の
 
深
み
か
ら
 
生
れ
 
出
る
。
 
彼
が
 
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
 

を
 
理
解
し
、
 
ヴ
ァ
 
ー 
ジ
ル
 
と
默
^
 
し
、
 

ダ
ン
テ
に
 
同
感
し
、
 

バ
 
ー 

ン
ス
 
を
賞
讃
 
し
た
 
理
由
 
は
 明
白
 
だ
。
 
彼
等
 
は
 等
し
く
 
地
獄
 
を
 忘
れ
よ
う
と
 
は
し
な
か
っ
た
 
力
ら
 
だ
 

地
 $
 

を
 突
き
ぬ
 
け
よ
う
と
 
し
た
か
ら
 
だ
。
 
彼
等
 
は
 等
し
く
 
イ
ヴ
の
 
奴
隸
 
で
あ
る
の
に
 
滿
足
 
す
る
^
な
 
く
，
 
そ
の
^
し
 
き
 主
人
た
 
ろ
べ
き
 
n
 

覺
に
 

生
き
よ
う
 

と
し
た
 

人
 

た
ち
だ
か
ら
 

で
あ
る
。
 
 

！ 

ミ
レ
 

ー 
の
 
「
種
 捲
く
 
人
」
 
を
 
見
よ
 

o 
「
鍬
に
 
倚
れ
る
 
お
」
 
を
 兌
よ
。
 
「
葡
萄
 
圃
の
 
中
の
^
 
ひ
」
 
を
 
兌
よ
。
 
「
屠
り
 
豚
」
 
を
^
よ
 

そ
 

れ
は
 
見
る
 
に
廖
 
ま
し
い
 
悲
劇
的
な
 
生
活
の
 
姿
 だ
。
 
然
し
 
そ
れ
が
 
偽
る
 
事
の
 
出
來
 
な
い
 
眞
實
 
で
あ
る
の
 
を
 如
何
し
ょ
う
。
 
人
生
に
 
は
さ
 

う
い
 

が
 据
 ゑ
ら
 
れ
て
ゐ
 
る
。
 
然
し
 
同
時
に
 
彼
の
 
「
^
木
」
 
を
 
見
よ
。
 
「
ア
ン
 
ジ
ヱ
 
ラ
ス
」
 
を
兑
 
よ
、
 
「
お
」
 
を
 
兄
よ
 

そ
こ
に
 
は
 

淚
の
 
滲
み
出
る
 
や
う
な
 
希
望
と
 
慰
藉
と
 
歡
喜
 
と
が
 
あ
る
。
 
然
し
 
そ
れ
が
 
偽
る
 
事
の
 
出
來
 
な
い
^
 
赏
 で
あ
る
の
 
を
 如
何
し
ょ
う
 

人
り
 

に
 は
さ
う
 
い
ふ
 
機
能
が
 
與
 
へ
ら
れ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
物
に
 
徹
す
る
 
眼
 を
 開
い
て
、
 

か
 
\ 
る
 深
さ
に
ま
で
 
人
^
 
を
兑
 
極
め
た
 
人
 
は
 祝
き
 
さ
 

る
べ
き
 
で
あ
る
。
 
神
が
 
祝
福
す
 
る
 前
に
、
 
我
等
 
人
間
 
は
 
心
よ
り
 
彼
 を
 祝
 幅
す
べ
き
 
で
は
な
い
 
か
。
 

「
人
生
と
 
は
 自
己
と
 
自
然
と
 
G
 調
節
 
I
 
ふ
の
 
だ
」
 
と
 
オ
イ
ケ
ン
 
は
？
 
て
ゐ
 
る
。
 
$
A
a
0
^
n
^
i
 

, 
\ 
ュ
纾
 
 

二. i  メナ
 

ミ 
レ 

1 
ね 

SS
a 



有
 

島
武
.
 

郎
仝
笾
 

笫
五
卷
 
 

一 一
七
 

◦
 

す
、
 

自
然
に
 

も
 

立
脚
し
 

な
い
で
.
 

雨
 

者
の
 

交
涉
の
 

上
に
 

成
り
立
つ
 

假
 

象
に
ば
 

か
り
 

立
脚
し
て
 

ゐ
た
。
 

言
葉
 

を
換
 

へ
て
 

い
へ
ば
、
 

生
活
 

の
淺
滓
 

を
畫
 

筆
に
 

ひ
た
し
て
 

畫
布
を
 

塗
り
 

つ
 

ぶ
し
た
。
 

然
し
 

か
 

\ 
る
 

後
 

fK
 

的
な
 

藝
 

術
の
 

對
象
は
 

人
 

を
 

%
 

み
 

疲
ら
し
て
、
 

や
が
て
 

自
然
 

が
そ
の
 

對
象
 

と
な
る
 

時
が
 

來
た
。
 

ジ
 

ヤ
ン
.
 

ジ
ャ
ッ
ク
.
 

ル
 

ー 
ソ 

I 
を
 

促
し
た
 

同
じ
 

精
神
が
、
 

又
 

畫
擅
を
 

動
か
し
た
 

の
 

だ
。
 

「
如
何
な
る
 

自
 

然
の
 

中
に
 

も
 

美
 

を
 

認
め
 

得
な
い
 

も
の
 

は
、
 

そ
の
 

人
の
 

心
に
 

缺
陷
の
 

あ
る
 

こ
と
 

を
 

示
す
 

| 
と
ミ
レ
 

ー 
を
し
て
 

叫.
， 

H 
し
め
た
 

も
の
 

は
、
 

本
 

ノっ 
ーノ  * 

實
 

に
こ
の
 

機
運
の
 

仕
業
だ
っ
た
。
 

第
 

十
九
 

世
紀
の
 

藝
術
は
 

要
す
る
に
 

こ
の
 

叫
喚
の
 

多
様
な
 

反
響
に
 

過
ぎ
な
い
。
 

印
象
派
の
 

勃
興
 

も
-
 

ラ
フ
ァ
エ
ル
 

前
 

派
の
 

崛
起
 

も
、
 

寫
實
 

派
の
 

運
動
 

も
 

こ
の
 

機
運
に
 

よ
っ
て
 

哺
 

ま
れ
、
 

こ
の
 

機
運
 

を
 

助
成
し
 

若
し
く
は
 

完
成
 

せ
ん
が
 

爲
 

め
の
 
努
力
だ
っ
た
。
 

然
し
な
が
ら
 

こ
の
 

機
運
 

は
 

又
變
ら
 

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 

自
然
 

を
 

征
服
す
 

る
 

積
り
 

で
ゐ
 

な
が
ら
、
 

却
っ
て
 

自
然
に
 

征
服
 

せ
ら
，
 

つ
 

つ
 

行
く
 

人
類
の
 

悲
運
 

を
 

早
く
 

も
 

見
て
取
っ
た
 

ス
チ
ル
 

ネ
ル
 

や
 

一一 
イ
チ
 

ヱ
が
、
 

自
然
に
 

沒
 

入
し
て
 

存
在
 

を
 

失
 

は
う
 

と
し
た
 

自
己
 

を
 

引
き
 

戾
 

し
て
 

そ
の
お
 

の
 

塵
を
拂
 

つ
た
 

時
、
 

畫
擅
 

に
も
 

早
く
 

自
己
に
 

目
覺
 

め
た
 

セ
ザ
 

ン
ヌ
 

ゃ
ゴ
ッ
 

ホ
が
ゐ
 

た
。
 

彼
等
の
 

努
力
 

は
 

一
八
 

三
 

〇
 

年
に
 

旗
擧
 

げ
し
て
 

歐
洲
の
 

美
術
界
 

を
 

席
捲
し
た
 

浪
漫
派
の
 

そ
れ
に
 

も
讓
ら
 

な
い
 

大
き
な
 

革
命
だ
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

辛
勞
 

か
ら
 

生
み
 

出
さ
れ
た
 

效
果
は
 

藝
檀
に
 

特
異
な
 

色
彩
 

を
 

招
来
し
た
。
 

彼
等
の
 

畫
の
 

前
に
 

は
、
 

自
然
 

派
の
 

畫
 

は
お
し
 

な
べ
て
 

云
 

ふ
と
 

影
の
 

や
う
に
 

厚
 

味
な
く
 

見
え
る
。
 

自
然
の
 

偉
大
、
 

多
能
、
 

變
 

化
に
 

比
し
て
 

人
間
の
 

す
る
 

單
 

な
る
 

摸
倣
 

は
 

如
何
に
 

憐
れ
む
べ
く
 

力
な
き
 

も
の
で
あ
る
 

よ
。
 

人
間
の
 

力
 

は
 

何
ん
 

と
い
っ
て
も
 

人
 

間
 

が
 

人
 

Si
 

自
身
に
 

主
と
 

な
る
 

時
に
 

の
み
 

發
 

揮
さ
れ
 

る
の
 

だ
。
 

か
く
て
 

主
觀
 

派
の
 

藝
衔
は
 

力
の
 

福
音
と
 

な
っ
て
 

生
活
の
 

脈
 

捋
を
强
 

く
し
た
。
 

然
し
 

自
己
の
 

確
立
と
 

い
ふ
 

事
 

は
 

古
来
 

幾
度
 

か
 

企
て
ら
れ
て
、
 

環
境
の
 

壓
 

迫
に
 

打
ち
 

衝
 

か
れ
た
。
 

殊
に
 

現
代
 

を
 

支
配
す
 

る
 

文
化
な
る
 

も
の
 

は
、
 

嚴
密
な
 

意
味
で
 

自
己
の
 

確
立
と
 

は
 

背
馳
し
た
 

も
の
で
あ
る
 

事
 

を
 

知
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

機
械
的
な
 

國
家
 

主
義
と
、
 

そ
の
 

奴
隸
 

に
な
り
 

終
せ
 

た
 

宗
敎
、
 

科
學
、
 

哲
學
 

に
圍
繞
 

さ
れ
た
 

個
性
が
 

そ
の
 

獨
立
を
 

恢
復
す
 

る
の
 

は
 

非
常
な
 

難
事
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

そ
の
.
^
 



果
 と
し
て
 
自
己
が
 
强
 
ひ
て
 
そ
の
 
環
境
と
 
渾
 
一 す

る
 
た
め
に
 

一 稷
の
 
哲
^
 
を
 
生
み
出
し
、
 

一 ̂
の
 
木
地
 
乖
跡
^
 
を
^
ち
 
出
さ
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
 
や
う
た
 
運
命
に
 
あ
る
。
 
未
来
派
の
 
藝
 術
と
 
稱
 せ
ら
れ
る
 
も
の
"
 
如
き
 
は
、
 

一 旦
 n
 放
さ
れ
た
 
侗
 性
が
 
新
し
い
 
逍
^
に
 
上
^
 
代
 

り
こ
、
 
t
 
ろ
 を
 向
い
て
 
現
代
の
 
物
質
 
生
活
に
 
投
入
し
ょ
う
 
と
す
る
、
 

そ
の
 
根
柢
に
 
於
て
 
妥
協
 
的
な
 
述
動
 
で
あ
る
と
 
化
る
 
の
が
 
無
现
六
 

ら
う
 
か
。
 
又
 傳
統
蠢
 
I
 
術
と
 
い
は
れ
 
る
 
も
で
 
如
き
 
は
、
 
翌
 
し
た
 
侗
性
 

が
 極
め
て
 
不
安
定
で
 
あ
る
 

念
す
 
る
 給
 

果
、
 
過
去
の
 
傳
 統
一
 
切
を
攝
 
取
し
 
變
 化
し
て
 
常
 面
の
 
急
 を
 救
 
は
う
 
と
す
る
 
主
知
的
な
 
努
力
と
 
お
へ
る
 
の
が
 
附
^
の
 
論
で
 
あ
ら
う
 
力
 

自
己
つ
 
雀
 
立
が
 
主
張
 
せ
ら
れ
て
、
 
稍
-
眼
 
鼻
が
 
つ
き
 
出
す
 
と
、
 
す
ぐ
 
そ
こ
に
 
は
 反
動
の
 
影
 を
 見
る
 
の
で
 
あ
る
。
 

，M, し
，
：
^
 1
^
 
に
よ
つ
 

て
 力
の
 
自
覺
て
 
達
し
た
 
現
代
人
 
は
、
 
瑗
 境
が
 
1
 バ
 中
央
 
集
權
、
 
物
質
 
崇
拜
 
の
氣
 
勢
に
 
あ
る
の
に
 
投
合
し
て
、
 

乂
の
^
 
狀
を
 
助
！
 
さ
 

す
 
や
う
に
 
自
己
 
を
 
振
り
向
け
て
 
行
か
う
 
と
し
て
 
ゐ
る
。
 
こ
の
 
妥
協
 
的
な
 
氣
運
は
 
詩
 を
 
生
ま
な
い
で
 
舉
說
と
 
W
 ゆ
と
 
を
^
む
に
^
 
ひ
な
 

い
。
 
何
故
な
ら
ば
、
 
生
命
の
 
充
溢
 
は
、
 
卽
ち
 
詩
の
 
誕
生
 
は
、
 
い
つ
で
も
 
妥
協
 
を
 忌
み
 
悪
む
 
衝
動
 
を
 伴
っ
て
 
a
 は
れ
る
 
も
の
で
 

〔
や
 は
 

の
犮
り
 
立
つ
 
所
に
 
は
、
 
も
っ
と
 
靜
舉
 
的
な
 
傳
說
の
 
構
 出
 を
 結
^
す
べ
き
 
蓮
 命
に
 
あ
る
か
ら
 
で
あ
る
。
 
か
く
て
 
我
々
 
の
，
 n 
ィ
 
に
も
 

n
 

然
と
 
自
己
と
の
 
交
渉
の
 
上
に
 
成
り
立
つ
 
傳
說
 
の
み
が
、
 
藝
 術
の
 
對
 象
と
 
な
っ
た
 
第
 
十
八
 
世
紀
の
 
繰
り
返
し
が
 
芽
 を
^
さ
う
 
と
し
 

て
 
ゐ
る
。
 
 

I
 
 

- 

第
一
 
は
 自
然
 
だ
。
 
第
二
 
は
 自
己
 
だ
。
 
第
三
 
は
 
二
者
 
交
渉
の
 
結
^
 
卽
 ち
傳
說
 
だ
。
 
こ
の
 
三
つ
の
 
各
ぶ
 
を
^
^
に
 
と
っ
て
 
薛
術
 
る
れ
 
A
 

す
る
 
の
 は
 無
益
で
 
は
な
い
。
 
或
る
 
藝
術
家
 
は
 自
然
の
 
前
に
 
赤
子
 
程
の
 
力
 も
 有
っ
て
 
を
ら
ぬ
。
 

叉
 或
る
^
 
術
^
 
は
 n
 
巳
グ
 
お
に
^
の
 
ム
 

く
 
無
情
 
値
 だ
。
 
又
 或
る
 
藝
術
家
 
は
 傳
說
の
 
前
に
 
泡
の
 
如
く
 
消
え
失
せ
る
。
 

而
 し
て
 
生
活
の
 
ど
ん
底
に
 
徹
し
て
、
 

S
i
 々
し
〜
.
，
—
〜
 

ぴ
 

出
ぬ
 

藝
術
家
 

の
み
が
、
 

こ
の
 

三
つ
の
 

試
練
の
 

中
か
ら
 

無
疵
で
 

躍
り
上
が
る
。
 

さ 

, 
, 

薛
 
り
に
 
ミ
レ
 

ー 
を
 
立
た
 
し
て
 
見
よ
う
。
 
前
に
 
も
 
云
っ
た
 
や
う
に
、
 
彼
 は
 自
然
主
義
 
勃
興
の
 
魁
 を
し
た
 
藝
術
 
家
だ
っ
た
。
 

^
グ
 
ブ
"
 

自
然
と
 
觸
れ
る
 
所
 
こ 

Q
 み
 湧
く
 
と
 力
 
を
 極
め
て
 
主
張
し
た
 
の
 は
實
に
 
彼
だ
っ
た
。
 
誰
も
 
彼
の
 
作
品
が
 
n
 
然
に
 
恐
ろ
し
く
 

し
て
 
ミ 

二 
七
 
一 

ミ
レ
 
-
躞
讃
 
 

： 
一 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 
笊
五
卷
 
 

一一
 

七
 

一一
 

る
 

事
 

を
 

担
む
 

も
の
 

は
な
い
。
 

彼
 

は
 

明
ら
か
に
 

自
然
に
 

捧
 

誓
し
た
 

殉
敎
 

者
で
あ
っ
た
。
 

然
し
 

そ
れ
で
 

あ
る
が
 

故
に
 

彼
 

は
 

全
く
 

自
己
 

を
 

浚
 

却
し
て
 

し
ま
っ
た
 

か
。
 

そ
れ
 

は
 

明
ら
か
に
 

否
と
 

い
ふ
 

言
葉
で
 

答
 

へ
ら
れ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

天
才
 

は
、
 

卽
ち
 

自
己
 

を
 

根
本
的
に
 

知
り
 

拔
ぃ
 

た
 

人
 

は
、
 

自
己
 

を
 

表
現
す
 

る
の
に
 

唯
一
 

つ
の
 

道
 

を
 

有
す
る
 

ば
か
り
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

道
 

は
 

彼
の
み
 

が
 

有
す
る
 

も
の
 

だ
。
 

彼
の
 

自
己
 

は
 

ク
ル
べ
.
 

'
ゃ
ド
 

I 
ミ
ヱ
な
 

ど
と
 

共
に
 

特
異
 

だ
。
 

彼
 

は
 

自
己
の
 

個
性
に
 

從
 

つ
て
 

明
確
に
 

自
然
 

を
 

切
り
取
っ
て
 

ゐ
る
。
 

自
然
に
 

は
 

十
分
の
 

自
由
 

を
 

保
障
し
な
が
ら
、
 

切
り
取
っ
て
 

ゐ
る
。
 

一
 

體
を
 

い
ふ
と
 

自
然
 

を
し
て
 

自
然
 

を
 

語
ら
し
 

め
る
 

と
い
 

ふ
 

事
 

は
、
 

極
く
 

明
白
な
 

內
容
 

を
 

持
っ
た
 

命
題
の
 

や
う
に
 

見
え
る
 

か
も
 

知
れ
な
い
 

が
、
 

僅
か
ば
 

か
り
の
 

省
察
 

は
 

そ
の
 

意
味
の
 

極
め
て
 

空
漠
な
 

も
の
で
あ
る
の
 

を
 

S
 

ら
 

し
め
る
 

だ
ら
 

う
。
 

自
然
が
 

自
然
 

を
 

人
に
 

語
り
 

聞
か
せ
る
 

に
 

は
、
 

人
 

を
 

通
し
て
 

語
る
 

外
 

は
な
い
 

の
 

だ
。
 

自
然
 

は
ど
う
し
て
も
 

先
づ
 

人
の
 

言
葉
に
 

飜
譯
 

さ
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
 

だ
。
 

そ
の
 

昔
祌
の
 

意
志
が
 

或
る
 

特
異
な
 

人
間
の
 

ロ
を
藉
 

り
て
 

神
託
と
 

し
て
 

さ
.
 

T 
や
か
れ
た
 

や
う
に
、
 

自
然
 

も
 

亦
 

人
に
 

物
言
 

は
せ
 

な
け
れ
ば
 

自
分
 

を
 

表
現
す
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

の
 

だ
。
 

自
然
主
義
に
 

溺
れ
 

切
っ
た
 

第
 

十
九
 

世
紀
の
 

人
々
 

は
數
も
 

す
れ
ば
 

こ
の
 

明
白
な
事
 

實
を
 

無
視
し
て
 

か
-
 

T 
つ
た
。
 

而
 

し
て
 

自
分
の
 

魂
 

を
 

淸
め
鏔
 

め
る
 

代
り
に
、
 

出
來
 

得
る
 

限
り
 

自
分
 

を
 

縮
小
す
 

る
 

事
 

を
 

心
 

懸
け
た
。
 

そ
の
 

結
果
 

自
然
 

は
カ
强
 

く
そ
の
 

人
に
 

乘
り
 

移
っ
た
ら
 

う
か
。
 

全
く
 

反
對
 

で
あ
る
。
 

自
然
の
 

姿
 

は
 

そ
の
 

人
 

を
 

透
し
て
 

薄
れ
て
 

行
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

自
然
 

は
 

そ
の
 

立
 

體
性
を
 

失
っ
て
 

平
べ
 

つ
た
い
 

奥
行
の
 

な
い
 

畫
の
樣
 

に
 

描
き
出
さ
れ
る
 

仕
儀
に
 

な
っ
た
。
 

ミ 
レ 

ー 
は
 

自
然
 

以
外
に
 

藝
 

術
の
 

求
 

源
 

を
 

置
か
な
か
っ
た
 

け
れ
ど
も
、
 

そ
の
 

天
才
の
 

力
 

强
さ
を
 

以
て
、
 

そ
の
 

當
 

時
の
 

迷
信
に
 

は
 

陷
ら
 

な
か
っ
た
 

の
 

だ
。
 

彼
 

は
 

人
間
が
 

神
で
 

な
.
 

S
 

事
 

を
 

知
り
 

拔
 

い
て
 

ゐ
た
。
 

神
で
 

な
い
 

以
上
 

は
 

自
然
 

全
體
の
 

創
造
 

を
 

企
て
る
 

事
が
 

無
益
 

で
あ
る
ば
 

か
り
で
 

な
く
、
 

愚
策
で
 

あ
る
ば
 

か
り
で
 

な
く
、
 

瀆
聖
 

で
あ
る
 

事
 

を
 

感
じ
た
。
 

彼
 

は
 

謙
遜
に
 

自
然
 

を
 

自
己
の
 

摑
み
 

得
る
 

範
圍
に
 

ま
で
 

切
り
 

狹
 

め
た
。
 

そ
し
て
 

そ
れ
だ
け
の
 

部
分
 

を
 

見
抜
く
 

た
め
に
、
 

自
己
 

を
 

堅
固
に
 

正
當
に
 

公
平
に
 

築
き
上
げ
た
。
 

ミ
レ
，
 

-
の
 

表
現
 

は
だ
か
ら
 

自
然
 

全
體
 

で
は
な
い
。
 

自
然
の
 

一
 

角
に
 

過
ぎ
な
い
。
 

然
し
な
が
ら
 

表
現
さ
れ
 

た
 

自
然
の
 

一 
角
 

は
、
 

正
し
い
 

人
間
性
の
 

烙
印
 

を
 

有
っ
た
 

深
い
 

眞
實
な
 

自
然
で
あ
っ
て
、
 

そ
れ
か
ら
 

自
然
 

全
體
の
 

規
模
 

を
 

髡
髴
 

さ
せ
る
 

だ
け
の
 

底
力
 

を
蓄
 

へ
て
 

ゐ
る
。
 

換
言
す
れ
ば
 



ミ 
レ 

ー 
の
 藝
術
は
 
的
確
な
 
表
現
の
 
外
に
 
實
質
 
性
の
 
豐
 か
な
 
深
い
 
暗
示
に
 
よ
っ
て
 
隈
取
ら
れ
て
 
ゐ
る
。
 

ミ 
レ 

ー 
の
 作
品
 
は
.
 ィ
化
^
 
な
 介
 

金
 術
 だ
。
 
ど
の
 
畫
も
 
ミ
レ
 

ー 
の
 肖
像
 
だ
。
 
而
 し
て
 
同
時
に
 
自
然
 
だ
。
 
彼
の
 
一
枚
の
 
小
 
ス
ケ
ッ
チ
 
も
 
彼
の
 
全
生
^
 
を
 
恐
ろ
し
い
 
明
，
 H
 さ
 

を
 
以
て
，
 
つ
て
 
ゐ
る
。
 
し
か
も
 
彼
 は
こ
の
 
結
朵
 
に
よ
っ
て
 
自
然
の
 

一
 點
ー
 
靈
を
 
も
へ
 
し
 曲
げ
て
 
は
ゐ
 
な
い
 

ミ 
レ 

ー 
が
 傳
說
の
 
前
に
 
立
つ
 
時
に
 
も
、
 
彼
に
 
は
 強
い
 
自
信
が
 
あ
り
 
得
る
。
 
彼
の
 
傳
說
は
 
時
代
の
 
作
り
出
し
た
 
そ
れ
で
 
は
な
く
、
 
人
^
 

の
 fe- ひ 出

し
 
t
 
そ
れ
 
だ
か
ら
で
 
あ
る
。
 
文
化
 
を
底
邊
 
と
し
て
 
自
分
 
を
 築
き
上
げ
よ
う
 
と
す
る
 
人
は
禍
 
ひ
で
 
あ
る
。
 
そ
の
 
人
 は
 
门
然
に
 

耳
 を
 
f
 
け
す
、
 
人
 
を
 
正
し
く
 
見
極
め
す
、
 
自
然
と
 
人
と
の
 
噂
 話
に
 
耳
 を
 
傾
け
て
ば
 
か
り
 
ゐ
る
人
 
だ
か
ら
で
 
あ
る
。
 

「
n
 
の
^
れ
に
 
ア
ン
 

ジ
 
h ラ

ス
 
を
 
鳴
ら
さ
な
 
い
や
う
な
 
時
世
が
 
来
た
ら
、
 

ミ
レ
 

„ '
の
 
ア
ン
ジ
ュ
 
ラ
ス
の
 
靈
 は
 何
等
の
 
M
 ハ
味
を
 
も
 
引
 
か
ぬ
 
も
の
と
 
な
る
 
で
あ
 

ら
う
 

一 と
 評
し
た
 
人
が
 
あ
る
 
さ
う
 
だ
。
 
さ
う
 
だ
、
 
實
 際
傳
說
 
と
い
 
ふ
 背
景
 
を
 
そ
の
 
人
の
 
作
物
か
ら
 
除
き
 
去
っ
て
 
し
ま
っ
た
ら
、
 

お
.
^
 

と
 同
様
な
 
價
 値
よ
り
 
殘
ら
 
な
い
 
作
品
 
は
澤
山
 
あ
り
 
得
る
 
事
 だ
。
 
然
し
 
ミ
レ
 

ー 
は
さ
う
 
い
ふ
 
運
命
に
 
遇
ふ
爲
 
め
に
 
は
 少
し
 
深
 過
ぎ
る
。
 

ァ
 
ン
ジ
 

H ラ
ス
 
の
 鳥
ら
 
な
く
な
る
 
時
の
 
絶
對
 
に
な
い
の
 
を
 
ど
う
し
ょ
う
。
 
寺
院
 
は
こ
 
ぼ
 た
れ
る
 
時
が
 
來
る
カ
 
も
お
.
 
ォ
 
な
い
 
^
お
 
^
鎔
 

か
さ
れ
る
 
時
が
 
来
る
 
か
も
 
知
れ
な
い
。
 
然
し
 
晩
鐘
と
 
い
ふ
 
題
に
 
よ
っ
て
 
象
徵
 
さ
れ
 
喑
 示
さ
れ
た
 
大
自
然
の
 
ア
ン
ジ
ェ
ラ
ス
 
I
.
 
屮
く
 

睦
ま
じ
く
 
勇
ま
し
い
 
夫
婦
が
、
 

一
日
 
を
 g
 願
か
ら
 
血
の
 
滲
み
出
る
 
ま
で
 
働
き
ぬ
 
い
た
 
夕
暮
 
に
、
 
靜
 か
な
お
 
に
 沈
ん
で
 
行
く
 
夕
 
H
 
を
感
 

^
と
滿
 
足
と
 
を
 
以
て
 
眺
め
 
や
る
 
瞬
間
に
、
 
二
人
の
 
心
の
中
に
 
思
 は
す
し
 
も
 
湧
き
起
る
 
祈
念
と
 
相
愛
と
の
 
ア
ン
 
ジ
ヱ
 
ラ
ス
 
は
、
 
永
ク
に
 

人
の
 
心
か
ら
 
鳴
り
 
や
ま
ぬ
 
で
あ
ら
う
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
傳
說
 
は
い
つ
 
で
も
 
輕
ぃ
畫
 
面
の
 
象
徴
 
を
 透
し
て
 
板
柢
 
の
べ
 

ー 
ソ
ス
 
に
ま
で
 
馋
み
^
 

つ
て
 
ゐ
 
る
か
ら
 
だ
。
 
前
に
 
も
い
 
つ
た
 
や
う
に
，
 
彼
 は
 文
化
の
 
陶
醉
 
者
で
 
は
な
く
、
 
實
に
 
生
活
の
 
捧
獰
 
者
で
あ
っ
た
 
か
ら
だ
。
 
而
 し
て
 

永
繽
 
的
で
 
あ
り
 
本
質
的
で
 
あ
る
 
も
の
 
\
上
 
に
の
 
み
そ
の
 
哲
學
を
 
築
い
て
 
ゐ
 た
か
ら
 
だ
。
 
如
何
な
る
 
時
代
が
 
來
て
 
も
、
 
人
 
は
 彼
の
 
雀
の
 

中
に
 
自
己
の
 
投
影
 
を
發
 
見
し
 
な
い
 
譯
に
は
 
行
か
な
い
。
 

若
し
 
デ
ラ
 
ロ
ッ
シ
の
 
前
に
 
自
然
 
を
 
立
た
 
し
た
ら
、
 
若
し
 
モ
ネ
 
ー 

の
 前
に
 
自
己
 
を
 
立
た
 
し
た
ら
、
 
而
 し
て
 
ダ
-
 ヰ
ッ
ド
 
の
が
に
^
 
I
 を
 
立
 

ミ
レ
 

ー 
禮
讚
 
 

二
 七
三
 



有
 

岛
武
郞
 

仝
 

集
^
 
五
卷
 
 

1 一七
 

四
 

た
し
た
ら
 
…
…
 

C 

大
 

な
る
 

藝
術
 

家
が
 

凡
て
の
 

時
代
 

を
 

通
し
て
 

活
 

き
て
 

行
く
 

事
の
 

出
来
る
 

譯
は
、
 

そ
の
 

人
が
 

人
生
の
 

一
番
 

眞
實
 

な
點
に
 

立
脚
し
て
 

ゐ
る
 

か
ら
だ
。
 

自
分
の
 

小
さ
な
 

ひ
ね
く
れ
た
 

主
觀
を
 

後
生
大
事
に
 

守
り
立
て
-
 

r、
 

そ
れ
 

を
 

唯
一
 

の
懷
 

小
刀
に
 

し
て
、
 

自
然
が
 

笑
 

ふ
 

時
に
 

も
 

そ
れ
 

を
^
い
 

顔
 

だ
と
 

云
 

ひ
 

張
っ
た
り
、
 

自
然
が
 

泣
く
 

時
に
 

も
 

そ
れ
 

を
 

笑
ひ
顏
 

だ
と
 

こ
ぢ
 

つ
け
た
り
 

す
る
 

事
な
 

く
、
 

一
番
 

奥
深
い
 

一
番
 

正
し
い
 

自
己
の
 

姿
 

を
 

謹
ん
で
 

保
護
す
 

る
 

事
に
 

よ
っ
て
、
 

自
然
と
 

正
し
い
 

愛
に
 

よ
っ
て
 

抱
き
合
 

ひ
、
 

自
然
の
 

泣
く
 

時
に
 

本
當
に
 

苦
し
み
、
 

-、. 
£ 

自
然
の
 

笑
 

ふ
 

時
に
 

本
當
に
 

喜
ぶ
 

事
が
 

出
来
る
 

か
ら
だ
。
 

人
 

は
 

虚
偽
に
ば
 

か
り
 

住
ひ
績
 

け
る
 

事
 

は
 

出
来
な
い
。
 

彼
 

は
 

偶
に
 

一
 

度
づ
 

具
 

實
と
 

い
ふ
 

も
の
に
 

歸
 

つ
て
 

来
る
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

時
、
 

動
く
 

事
な
 

く
 

露
 

實
の
 

上
に
 

し
っ
か
り
と
 

足
 

を
踣
み
 

立
て
た
 

天
 

才
の
 

姿
を
瞻
 

仰
す
 

る
。
 

眞
實
な
 

地
點
の
 

確
立
、
 

自
然
と
 

自
己
と
の
 

徹
底
的
な
 

交
涉
、
 

そ
れ
 

は
 

天
才
の
 

み
が
 

成
就
し
 

享
樂
し
 

得
る
 

境
涯
 

だ
。
 

ミ
レ
 

ー 
は
 

そ-
 

れ
 

を
 

完
成
し
た
 

I
 

彼
の
 

誡
實
と
 

熱
愛
と
 

忍
耐
と
 

勤
 

勞
と
を
 

以
て
、
 

不
遇
と
、
 

貧
窮
と
、
 

病
苦
と
 

死
と
の
 

恐
ろ
し
い
 

地
獄
 

を
 

I
 

め
ぐ
 

つ
た
 
後
に
。
 

七 

ミ
レ
 

ー 
の
 

作
品
が
 

人
に
 

與
 

へ
る
 

印
象
 

は
 

音
響
 

だ
。
 

彼
の
 

畫
の
 

特
色
 

は
、
 

色
彩
よ
り
も
 

寧
ろ
 

線
畫
 

に
よ
っ
て
 

成
り
立
ち
な
が
ら
、
 

彫
 

刻
 

を
 

聯
想
さ
せ
る
 

よ
り
も
 

音
樂
を
 

聯
想
さ
せ
る
 

の
 

は
 

不
思
議
な
 

や
う
な
 

事
實
 

だ
。
 

そ
こ
に
 

は
 

小
歌
が
 

あ
る
、
 

獨
唱
が
 

あ
る
、
 

合
唱
が
 

あ
る
、
 

合
奏
が
 

あ
る
。
 

「
最
初
の
 

一
 

歩
」
 

や
 

r
 

兒
等
を
 

養
へ
 

る
婦
」
 

な
ど
 

は
 

可
憐
な
 

小
歌
の
 

例
 

だ
。
 

「
種
 

捲
く
 

人
」
 

、 
「
鍬
に
 

倚
れ
る
-
 

男
」
 

な
ど
 

は
 

强
烈
な
 

男
性
 

音
の
 

ソ 
口 

を
 

聯
想
 

さ
す
。
 

「
ア
ン
 

ジ
ヱ
 

ラ
ス
」
 

や
 

「
グ
 

レ
ビ
 

ュ 
の
 

寺
」
 

は
 

調
和
に
 

入
っ
た
 

合
唱
と
 

共
に
、
 

細
 

き
 

伴
奏
の
 

聲
を
さ
 

へ
 

聞
く
 

事
が
 

出
来
る
。
 

「
落
穗
 

拾
 

ひ
」
 

も
 

合
唱
の
 

目
的
で
 

作
ら
れ
た
 

も
の
に
 

相
違
な
い
 

け
れ
ど
も
、
 

そ
こ
に
 

は
 

稍
ぶ
 

調
子
の
 

狂
 

ひ
が
 

あ
る
 

や
う
 

だ
。
 

素
晴
ら
し
い
 

ミ
レ
 

ー 
獨
 

得
の
 

合
奏
 

は
 

「
屠
り
 

豚
」
 

と
 

r
 

春
」
 

か
ら
 

溢
れ
出
る
。
 

「
屠
り
 

豚
」
 

は
 

或
は
、
、
、
 

• 



レ 
ー 
自
身
が
 
評
し
た
 
や
う
に
 
戯
曲
と
 
い
ふ
 
方
が
 
常
っ
て
 
ゐ
る
 
か
も
 
知
れ
な
い
。
 
「
春
」
 
で
は
 
完
全
な
 
諧
調
の
 
中
に
、
 
凡
て
の
 
色
と
 
形
と
 

が
 美
し
い
 
旋
律
 
を
 
取
っ
て
 
震
へ
 
て
ゐ
 
る
。
 
音
樂
 
と
い
 
ふ
 最
高
 
藝
 術
の
 
感
覺
 
に
ま
で
 
色
と
 
線
と
 
を
 積
み
上
げ
て
 
行
く
 
と
い
 
ふ
 

は
、
 

ミ 

レ 
ー 
の
藝
術
 
上
の
 
對
 象
に
 
對
 す
る
 
至
純
な
 
愛
と
 
洞
察
と
 
を
 裏
書
き
す
 
る
 
も
の
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
彼
 は
よ
 
く
^
 
響
 を
 g
 
の
 屮
に
描
 

き
 現
ば
 
し
た
い
と
 
焦
慮
し
た
。
 
そ
れ
 
は
 取
り
 
も
 
直
さ
す
、
 
彼
の
 
心
の
中
に
 
渦
卷
き
 
起
る
 
樂
獰
を
 
何
等
か
の
 
形
に
 
附
與
 
し
た
い
と
 
然
^
 

し
た
 
洁
菜
 
に
過
ぎ
な
い
。
 
灼
熱
 
は
 何
時
で
も
 
震
動
 
を
 伴
っ
て
 
起
る
。
 

ミ
レ
 

ー 
の
 心
が
 
自
分
の
 
確
實
 
に
占
铽
 
し
^
た
 
環
境
の
 
屮
 
に
あ
つ
 

て
、
 
美
し
く
 
震
動
し
た
 
事
に
、
 
卽
ち
彼
 
獨
特
の
 
音
律
 
を
 組
み
立
て
た
 
事
に
 
何
ん
 
の
 不
思
議
が
 
あ
ら
う
。
 
「
^
る
^
 
は
 描
く
 
ポ
だ
」
 
と
ミ
 

レ 
ー 
は
 
云
っ
た
。
 
然
し
 
本
 當
を
云
 
ふ
と
 
彼
の
 
自
然
に
 
對
 す
る
 
感
激
 
は
 彼
 を
し
て
 

「
見
る
 
事
 は
 奏
で
る
 
箏
だ
」
 

と
-
ぶ
 
は
し
む
べ
き
 
だ
つ
 

た
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 
し
か
も
 
ミ
レ
 

ー 
は
 
子
供
の
 
や
う
な
 
無
 邪
氣
と
 
謙
遜
か
ら
、
 

眼
 は
 見
る
 
も
の
 
だ
と
の
 
み
 思
っ
て
 
死
ん
だ
 
—
 
彼
の
 

殘
 し
た
 

ヱ オ
リ
 
ャ
 
ン. 

ハ
 ー 

プ
は
、
 
今
 も
 
主
な
 
き
に
 
美
し
く
 
高
く
 
鳴
り
 
綾
け
 
て
ゐ
 
る
の
に
。
 

C1 
九
】
 
七
 年
 三
月
、
 
「
新
 小
抵
」
 
所
載
〕
 

ミ
レ
 
-
禕
證
 
 

二
 七
 五
 



冇
島
武
 

郞
佥
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

七
 

六
 

惜
し
み
な
 

く
 

愛
 

は
 

奪
 

ふ
 

概
念
的
に
 

物
を
考
 

へ
る
 

事
に
 

慣
ら
さ
れ
た
 

我
等
 

は
、
 

「
愛
」
 

と
 

云
 

ふ
 

重
大
な
 

問
題
 

を
 

考
察
す
 

る
 

時
に
 

も
、
 

極
く
 

習
俗
 

的
な
 

概
念
に
 

捕
 

へ
 

ら
れ
 

て
、
 

正
當
な
 

本
能
か
ら
 

は
 

全
く
 

對
角
線
 

的
に
 

か
け
へ
だ
た
っ
た
 

結
論
 

を
 

構
 

出
し
て
 

ゐ
る
 

事
が
 

あ
る
の
で
 

は
な
い
 

か
。
 

「
惜
し
み
 

な
く
 

與
へ
」
 

と
ボ
 

ー 
n 

の
 

云
っ
た
 

言
葉
 

は
 

愛
す
る
 

者
の
 

爲
す
所
 

を
 

的
確
に
 

云
 

ひ
^
っ
た
 

言
葉
 

だ
。
 

實
際
 

愛
す
る
 

者
の
 

行
爲
の
 

第
一
 

の
 

特
 

徵
は
與
 

へ
る
 

事
 

だ
。
 

放
射
す
 

る
 

事
 

だ
。
 

我
等
 

は
こ
の
 

現
象
か
ら
 

出
發
 

し
て
、
 

愛
の
 

本
質
 

を
歸
納
 

し
ょ
う
と
 

す
る
。
 

而
 

し
て
、
 

直
ち
 

に
 

愛
と
 

は
與
 

へ
る
 

本
能
 

を
 

云
 

ふ
の
で
 

あ
り
、
 

放
射
す
 

る
 

勢
力
 

を
 

云
 

ふ
の
で
 

あ
る
と
 

す
る
。
 

多
く
の
 

人
 

は
、
 

無
 

省
察
に
 

こ
の
 

觀
念
 

を
認
 

め
て
 

ゐ
る
。
 

世
上
 

一
般
の
 

道
德
の
 

基
礎
 

は
、
 

そ
こ
に
 

据
 

ゑ
ら
 

れ
て
ゐ
 

る
。
 

利
他
主
義
の
 

倫
理
の
 

根
據
 

と
す
る
 

所
の
 

も
の
 

は
こ
の
 

觀
念
 

に
 

外
な
ら
 

な
い
。
 

從
 

つ
て
 

人
間
 

生
活
に
 

於
け
 

る
 

最
も
 

崇
高
な
 

義
務
と
 

し
て
 

犧
牲
 

献
身
の
 

德
が
 

高
調
さ
れ
 

る
。
 

而
し
 

て
こ
の
 

觀
 

念
が
 

利
 

己
 

主
義
の
 

急
所
 

を
衝
く
 

ベ
 

き
 

最
も
 

鋭
利
な
 

武
器
と
 

し
 

て
考
 

へ
ら
れ
て
 

ゐ
る
。
 

私
の
 

小
さ
な
 

愛
の
 

經
験
 

は
、
 

然
し
、
 

愛
の
 

本
質
 

を
 

前
の
 

や
う
に
 

考
 

へ
る
 

事
 

を
 

許
さ
な
い
。
 

私
の
 

經
驗
 

す
る
 

所
に
 

よ
れ
ば
、
 

愛
と
 

は
 

與
 

へ
る
 

本
能
で
 

あ
る
 

代
り
に
 

奪
 

ふ
 

本
能
 

だ
。
 

又
 

放
射
す
 

る
 

勢
力
で
 

あ
る
 

代
り
に
 

吸
引
す
 

る
 

勢
力
 

だ
。
 

愛
 

は
 

心
 

を
 

支
配
す
 

る
數
 

多
き
 

祌
祕
 

的
な
 

力
の
 

中
で
 

も
 

一
 

番
 

興
味
深
い
 

神
祕
 

的
な
 

力
で
 

あ
る
。
 

そ
の
 

作
用
 

を
 

不
完
全
な
 

言
葉
の
 

助
け
 

を
 

借
り
て
 

他
に
 

傳
 

へ
よ
う
と
 

す
る
 

試
み
 

程
 

無
謀
に
 

近
い
 

試
み
 

は
な
い
。
 

私
 

は
 

能
 

ふ
 

限
り
 

あ
か
ら
さ
ま
な
 

言
葉
 

を
 

使
っ
て
、
 

私
の
 

意
味
 

す
る
 

所
 

を
 

表
白
し
て
 

は
 

見
る
 

が
、
 

そ
こ
に
 

暈
 

翳
の
 

つ
き
 

ま
つ
 

は
る
の
 

を
 

如
何
す
 

る
 

事
 

も
 

出
来
な
い
 

だ
ら
 

う
。
 

私
 

は
 

寧
ろ
 

言
葉
の
 

周
圍
 

た 
*- よ 

くま
ど 

に
 

漂
 

ふ
 

隈
取
り
 

を
 

も
 

私
の
 

言
葉
と
 

共
に
 

攝
 

取
し
て
 

欲
し
く
 

思
 

ふ
。
 

他
の
 

爲
 

め
に
 

す
る
 

行
爲
を
 

利
他
主
義
と
 

云
 

ひ
、
 

己
の
 

爲
 

め
に
 

す
る
 

行
爲
を
 

利
己
主
義
と
 

云
 

ふ
の
 

な
ら
、
 

そ
の
 

用
語
 

は
 

正
當
 

で
あ
る
。
 



然
し
 

倫
理
 

攀
の
 

定
義
が
 

示
す
 

や
う
に
、
 

他
の
 

爲
め
 

に
せ
ん
 

と
す
る
 

衝
動
 

乂
は
 

本
能
 

を
 

利
他
主
義
と
：
.
 

ム
ひ
、
 

己
の
 

爲
め
 

に
せ
ん
 

と
す
る
 

衝
動
 
乂
は
 
本
能
 
を
 利
己
主
義
と
 
云
 
ふ
の
 
な
ら
、
 
そ
の
 
用
語
 
は
 正
鵠
 
を
 失
し
て
 
ゐ
る
。
 
そ
れ
 
は
當
然
 
愛
他
主
義
、
 
愛
己
 
主
義
と
 
喾
き
 
改
め
 

ら
れ
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
 

だ
。
 

利
す
 

る
 

—
—
 

そ
れ
 

は
 

結
 

某
で
 

あ
り
 

行
爲
 

で
あ
り
、
 

愛
す
る
 

—
—
 

そ
れ
の
 

み
が
 

原
因
で
 

あ
り
 

動
機
で
 

あ
り
 

得
る
 

か
ら
で
 

あ
る
。
 

こ
、
 

に
も
 

1 
 

ば
く
 

S
 

語
の
 

上
に
 

本
質
と
 

現
象
と
の
 

錯
誤
の
 

行
 

は
れ
て
 

ゐ
 

る
の
 

を
 

我
等
 

は
 

容
易
に
 

察
す
る
 

事
が
 

出
来
る
 
で
は
な
い
 
か
。
 
こ
の
 
本
質
と
 
現
象
と
の
 
混
淆
か
ら
 
愛
に
 
對
 す
る
 
我
等
の
 
现
解
は
 
思
 は
ざ
る
 
岐
路
に
 
迷
 ひ
 込
ん
で
 
行
く
 
の
 だ
。
 

私
 

は
 

己
 

を
 

愛
し
て
 

ゐ
 

る
か
。
 

私
 

は
 

躊
躇
な
 

く
然
 

り
と
 

答
へ
 

得
る
。
 

私
 

は
 

他
 

を
 

愛
し
て
 

ゐ
 

る
か
。
 

こ
れ
に
 

肯
定
 

を
與
 

へ
る
 

爲
 

め
に
 

は
 

私
 は
 或
る
 
條
 件
と
 
限
度
と
 
を
附
 
す
る
 
事
 を
 
必
要
と
 
す
る
。
 
私
 は
 到
底
 
己
 を
 愛
す
る
 
如
く
に
 
は
 他
 を
 愛
し
て
 
ゐ
な
 
い
と
 
云
 は
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

そ
れ
で
 

は
ま
 

だ
盡
 

し
て
 

ゐ
 

な
い
、
 

切
賁
に
 

云
 

ふ
と
、
 

私
 

は
 

己
 

を
 

愛
し
 

得
る
 

が
 

故
に
の
 

み
 

他
 

を
 

愛
す
る
 

の
 

だ
。
 

そ
れ
で
も
 

ま
だ
 
盡
 し
て
 
ゐ
 な
い
。
 
更
に
 
切
 實
に
云
 
ふ
と
 
他
が
 
己
の
 
屮
に
攝
 
取
さ
れ
 
た
 時
に
 
の
み
 私
 は
 他
 を
 愛
す
る
 
の
 だ
。
 
然
し
 
己
の
 
中
に
 掭
取
 

さ
れ
た
 
他
 は
、
 
實
 は
も
う
 
他
で
 
は
な
い
。
 
己
の
 
一
部
 
だ
、
 
畢
竟
 
私
 は
 
己
 を
 愛
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
而
 し
て
 
己
の
 
み
 を
 
だ
。
 

私
 は
 そ
れ
ほ
ど
に
 
己
 を
 愛
す
る
。
 
そ
れ
に
 
聊
か
の
 
虚
飾
 
も
な
 
く 
僭
 誇
 も
な
い
。
 
あ
り
の
 
ま
-
 -
を
^
 ： 白

し
て
 
ゐ
 る
の
に
 
過
ぎ
な
い
。
 

然
し
 
私
が
 
私
自
身
 
を
 
ど
れ
 
程
 深
く
 
ど
れ
 
程
よ
 
く
 
愛
し
て
 
ゐ
 
る
か
と
 
雀
 察
し
て
 
見
る
 
と
、
 
問
题
は
 
自
ら
 
新
た
に
な
る
。
 
私
の
 
考
 
へ
ろ
 
所
 

が
 

誤
っ
て
 

居
な
い
な
ら
、
 

こ
れ
ま
で
 

一
般
に
 

認
め
ら
れ
て
 

ゐ
た
 

愛
己
 

主
義
な
る
 

も
の
 

は
 

主
に
 

功
利
的
の
 

立
場
か
ら
の
 

み
兑
ら
 

れ
て
ゐ
 

た
の
で
 

は
な
い
だ
ら
 

う
か
。
 

卽
ち
 

生
物
 

學
 

上
の
 

自
己
保
存
の
 

原
則
か
ら
 

の
み
^
 

出
さ
れ
た
 

も
の
で
 

は
な
い
だ
ら
 

う
か
 

T
 

^
物
の
 

發
^
 

の
 

狀
態
を
 

考
察
し
て
 

見
る
 

と
、
 

愛
己
 

主
義
 

は
 

常
に
 

愛
他
主
義
 

以
上
の
 

力
 

を
 

以
て
 

働
い
て
 

居
る
、
 

そ
れ
 

を
 

認
め
な
い
 

譯
に
は
 

行
か
な
い
」
 

と
 
云
っ
た
 
ス
べ
 
ン
サ
 

ー 
の
 1ーー门 葉

 は
 何
ん
 
と
 
云
っ
て
も
 
愛
己
 
主
義
 
を
 主
張
す
 
る
 
上
の
^
 
調
と
 
な
っ
て
 
は
ゐ
 
な
い
だ
ら
 
う
か
。
 
私
 も
 
そ
れ
 

を
 認
め
な
い
 
と
 云
 
ふ
の
で
 
は
な
い
。
 
然
し
 
そ
こ
で
 
滿
 足
し
 
切
る
 
事
 を
 私
の
 
本
能
 
は
 明
ら
か
に
 
担
ん
で
 
ゐ
る
。
 
私
の
^
 
活
勅
，
 ：！： の

 巾
に
 

は
も
つ
 
と
 
深
く
 
も
っ
と
よ
 
く
 
己
 を
 愛
し
た
い
 
欲
求
が
 
十
一
 
一
分
に
 
潜
ん
で
 
ゐ
る
 
蓽
に
氣
 
付
く
 
の
 だ
。
 
私
 は
 e
n
 
の
 保
^
が
 
保
^
:
 
さ
れ
た
 

惜
し
み
な
 

く 
愛
 
は
 
奪
 
ふ
 
 

二
 七
 
七
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

二
 七
 八
 

の
み
で
 
は
 飽
き
 
足
り
な
い
。
 
進
ん
で
 
自
己
 
を
 押
し
 
擴
げ
、
 
自
己
 
を
充
實
 
し
ょ
う
と
 
し
、
 
而
 し
て
 
休
む
 
時
な
 
く
そ
の
 
願
望
に
 
驅
り
 
立
て
 

ら
 れ
て
ゐ
 
る
。
 

ア
ミ
 
ィ
バ
が
 
觸
指
を
 
出
し
て
 
外
物
 
を
 
か
 
\ 
へ
こ
み
、
 
や
が
て
 
そ
れ
 
を
 自
己
の
 
蚤
 白
 素
 中
に
 
同
化
す
 
る
 
や
う
に
、
 
私
は
絕
 
え
す
 
外
界
 

を
 愛
で
 
同
化
す
 
る
 事
に
 
よ
っ
て
の
 
み
 成
長
し
 
充
實
 
す
る
。
 
外
界
に
 
愛
 を
 投
げ
 
與
 
へ
 る
 事
に
 
よ
っ
て
 
成
長
し
 
充
實
 
す
る
 
の
で
 
は
な
い
。
 

例
へ
ば
 
私
が
 

一
 羽
の
 
小
鳥
 
を
 愛
す
る
 
と
す
る
。
 

私
 は
 そ
れ
に
 
美
し
い
 
籠
と
 
新
鮮
な
 
草
葉
と
 
や
む
 
時
な
 
き
 愛
撫
と
 
を
與
 
へ
る
 
だ
ら
 
う
。
 

人
 
は
 そ
の
 
現
象
 
を
 見
て
、
 
私
の
 
愛
の
 
本
質
 
は
與
 
へ
る
 
事
に
 
よ
っ
て
の
 
み
 成
立
つ
 
と
 
推
定
し
 
は
し
な
い
 
だ
ら
 
う
か
。
 
然
し
 
そ
の
 
推
定
 
は
 

さ 1- ま 

根
柢
 
的
に
 
謬
っ
て
 
ゐ
る
。
 
私
が
 
小
鳥
 
を
 愛
す
れ
ば
 
愛
す
る
 
ほ
ど
、
 
小
鳥
 
は
よ
り
 
多
く
 
私
 そ
の
 
者
で
 
あ
る
。
 
私
に
 
と
っ
て
.
：
；
？
 
鳥
 
は
も
う
 

小
鳥
で
 
は
な
い
。
 
小
鳥
 
は
 私
 だ
。
 
私
が
 
小
鳥
 
を
 
生
き
る
 
の
 だ
 

(Bird  is  myself,  a
n
d
 
 live  a  bird) 

私
 は
 美
し
い
 
籠
と
 
新
鮮
な
 
草
 

葉
と
 
や
む
 
時
な
 
き
 愛
撫
と
 
を
 外
物
に
 
惠
み
與
 
へ
た
 
覺
ぇ
 
は
な
い
。
 
私
 は
 そ
れ
 
等
 を
 
私
自
身
に
 
與
 
へ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
私
 は
 小
鳥
と
 
そ
の
 

所
有
物
の
 
凡
て
 
を
 外
界
か
ら
 
奪
 
ひ
 取
っ
た
 
の
 だ
。
 
愛
は
與
 
へ
る
 
本
能
で
 
は
な
い
。
 
愛
 は
 掠
奪
す
 
る
 烈
し
い
 
力
 
だ
。
 
與
へ
 
る
と
 
見
え
る
 

の
 は
 極
く
 
外
面
 
的
な
 
現
象
に
 
過
ぎ
な
い
。
 

か
く
 
己
 を
 愛
す
る
 
事
に
 
よ
っ
て
、
 
私
 は
 外
物
 
を
 
私
の
 
中
に
 
同
化
し
、
 
外
物
に
 
愛
せ
ら
 
る
 
X 
事
に
 
よ
っ
て
 
私
 は
 外
物
の
 
中
に
 
投
入
し
、
 

私
と
 
外
物
と
 
は
卷
 
絹
の
 
經
緯
の
 
如
き
 
關
係
 
に
な
っ
て
、
 
そ
こ
に
 
美
し
い
 
紋
様
が
 
ひ
と
り
で
に
 
織
り
出
さ
れ
 
る
の
 
だ
。
 
私
の
 
愛
が
 
よ
り
 

深
く
な
 
り
よ
り
 
善
く
な
る
 
に
從
 
つ
て
、
 
よ
り
 
善
き
 
外
物
 
は
よ
り
 
深
く
 
私
と
 
交
涉
 
し
て
 
來
る
。
 
生
活
 
全
 體
の
實
 
積
 は
斯
の
 
如
く
し
て
 
甫
 

め
て
 
成
就
す
 
る
。
 
そ
こ
に
 
は
 犠
牲
 
も、 な

い
、
 
義
務
 
も
な
い
。
 
飽
滿
 
と
特
權
 
と
が
 
存
す
 
る
の
 
み
だ
。
 

他
の
 
爲
 
め
に
 
自
滅
 
を
敢
 
て
す
 
る
 
現
象
 
を
お
 
前
 は
 認
め
な
い
 
か
。
 
お
前
の
 
愛
己
 
主
義
 
は
 
そ
れ
 
を
 如
何
 
解
釋
 
す
る
 
積
り
 
な
の
か
。
 
そ
の
 

場
合
に
 
も
お
 
前
 は
 絡
對
愛
 
他
の
 
現
象
の
 
あ
る
 
事
 を
 
否
定
し
ょ
う
 
と
す
る
 
の
か
。
 
自
己
 
を
滅
 
し
て
お
 
前
 は
 何
 を
 自
己
に
 
奪
 
ひ
 取
ら
う
 
と
 

す
る
 
の
か
。
 
さ
う
 
或
る
 
者
 は
 私
に
 
問
.
 ひ
 詰
め
る
 
か
も
 
知
れ
な
い
、
 
功
利
的
な
 
立
場
か
ら
 
愛
 を
 解
か
う
 
と
す
る
 
愛
己
 
主
義
者
 
は
、
 
自
己
.
 



保
存
の
 

一
 變
 態
と
 
見
る
べ
き
 
穩
族
 
保
存
の
 
本
能
な
る
 
も
の
に
 
よ
っ
て
 
こ
の
 
難
題
に
 
常
ら
 
う
と
し
て
 
ゐ
る
。
 
然
し
 
そ
れ
 
は
 愛
他
主
義
者
 

を
 存
分
に
 
滿
 足
さ
せ
な
い
 
や
う
に
、
 

私
 を
も
滿
 
足
さ
せ
る
 
答
へ
 
で
は
な
い
。
 

私
 は
も
つ
 
と
^
っ
た
 
視
角
か
ら
 
兑
 よ
う
と
し
て
 
ゐ
る
。
 

愛
が
 
そ
の
 
飽
く
 
な
き
 
掠
奪
の
 
手
 を
 擴
げ
る
 
時
の
 
烈
し
 
さ
は
、
 
あ
り
き
た
り
に
、
 
な
ま
や
さ
し
い
 
も
の
と
の
 
み
 
愛
 を
お
 
へ
 馴
れ
た
 
人
 

の
お
；
 3 像
し
 
得
る
 
所
で
は
な
い
。
 

假
 初
め
の
 
戀
 
に
も
 
愛
人
の
 
頰
 は
こ
け
 
る
で
 
は
な
い
 
か
。
 

n: 己
 は
 そ
の
 
成
長
と
 
充
赏
と
 
を
 促
進
す
 
る
爲
 

め
に
 
凡
て
の
 
障
§
 
を
乘
り
 
越
え
て
 
掠
奪
の
 
力
 
を
 振
へ
 
と
 愛
に
 
嚴
命
 
す
る
。
 
愛
 は
 手
近
い
 
所
か
ら
 
事
業
 
を
 始
め
て
、
 
右
往
左
往
に
 
戰
利
 

品
 を
 蓮
び
 
歸
る
。
 
侗
 性
が
 
强
烈
 
で
あ
れ
ば
 
あ
る
 
程
 愛
の
 
活
動
 
も
 
亦
 目
 
ざ
ま
し
 
い
。
 
遂
に
 
あ
る
 
世
界
が
 
—
—
 
時
 W
 と
 
穴- 

を
 
さ
へ
 
戎
る
 

程
度
に
 
撥
 無
す
 
る
 
程
の
 
擴
 が
り
 
を
 持
っ
た
 
世
界
が
 
—
—
 
自
己
の
 
中
に
 
し
っ
か
り
と
 
獻
 立
さ
れ
 
る
。
 
其
の
 
世
界
の
 
有
つ
 
擴
 充
^
が
 
お
い
 

は
か
な
い
 
肉
體
 
を
ぶ
 
ち
壞
 
す
の
 
だ
。
 
破
裂
 
さ
せ
て
 
し
ま
 
ふ
の
 
だ
。
 
そ
こ
で
 
難
 者
の
 
云
 
ふ
 自
滅
と
 
は
暴
兗
 
何
ん
だ
、
 
そ
れ
 
は
 自
己
の
 
亡
 

失
 を
 謂
 
ふ
の
で
 
は
な
い
。
 
肉
體
の
 
破
滅
 
を
 伴
 ふ
 永
遠
な
 
自
己
の
 
完
成
 
を
 
こ
そ
 
指
す
 
の
で
 
は
な
い
 
か
。
 
又
 功
利
、
 H.:^g お

の
：
.
 ム
ふ
樣
 
に
、
 

そ
れ
が
 
人
類
な
る
 
稀
 族
の
 
保
存
に
 
資
す
る
 
所
の
 
あ
る
の
 
は
 疑
 を
納
れ
 
な
い
。
 
然
し
 
そ
れ
 
は
 全
 體
の
效
 
^
か
ら
 
见
て
 
何
と
 
云
 
ふ
 小
さ
な
 

囟
子
 
で
あ
る
よ
。
 

こ
の
 
事
 實
を
思
 
ふ
に
 
つ
け
て
 
t
 母で
 
も
 
私
に
 
深
い
 
感
銘
 
を
與
 
へ
る
 
も
の
 
は
 基
督
の
 
短
い
 
地
上
 
生
活
と
 
そ
の
 
死
で
 
あ
る
。
 
無
^
な
^
 
火
 

と
稅
 
吏
と
 
娼
婦
と
 
に
圍
繞
 
さ
れ
た
、
 
人
目
に
 
遠
い
、
 
三
十
 
三
年
の
 
生
涯
に
 
あ
っ
て
、
 
彼
 は
比
颍
 
な
く
 
深
く
 
善
い
 
愛
の
 
所
有
者
で
 
あ
り
 

使
役
 
者
で
あ
っ
た
。
 
彼
が
 
與
 
へ
て
 
與
 
へ
て
 
や
ま
な
か
っ
た
 
事
實
 
は
、
 
如
何
に
 
自
己
の
 
轔
 張
の
 
廣
大
 
な
の
に
 
滿
 足
し
、
 

そ
の
.
 CL 己

に
^
 

へ
る
 
事
 を
 喜
び
 
と
し
た
か
 
を
證
據
 
立
て
る
 
も
の
で
あ
る
。
 
や
が
て
 
彼
が
 
肉
體
 
的
に
 
滅
び
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
時
が
 
來
た
。
 
彼
 は
 苦
し
ん
だ
、
 

そ
れ
に
 
何
の
 
不
思
議
が
 
あ
ら
う
。
 
彼
 は
 愛
の
 
對
象
 
を
、
 
眼
 も
て
 
見
、
 
耳
 も
て
 
聞
き
、
 
手
 も
て
 
觸
れ
^
 
な
く
な
る
 
の
 を
 苦
し
ん
だ
 
に
ち
 

が
 
ひ
な
い
。
 

又
 肉
體
の
 
亡
失
 
そ
の
も
の
 
を
 苦
し
ん
だ
 
に
ち
 
が
 
ひ
な
い
。
 

又
 彼
の
 
愛
の
 
對
 象
が
 
彼
 ほ
ど
に
 
愛
の
 
力
 を
^
 
解
し
^
 
な
い
 
の
 

を
 
苦
し
く
 
思
っ
た
 
に
ち
 
が
 
ひ
な
い
。
 
然
し
 
最
も
 
彼
 を
 苦
し
め
た
 
も
の
 
は
、
 
彼
の
 
愛
が
 
そ
の
 
攝
 取
の
 
事
業
 
を
 完
成
し
た
 
か
 否
か
 
を
 
迷
つ
 

惜
し
み
な
 

く 
愛. は
^
ふ
 
 

二
 七
 九
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
八
 

o
 

た
 

瞬
間
に
 

あ
つ
た
で
 

あ
ら
う
。
 

然
し
 

遂
に
 

最
後
の
 

安
心
 

は
來
 

た
。
 

而
 

し
て
 

神
々
 

し
く
 

そ
の
 

肉
體
を
 

脚
の
 

下
に
 

踏
み
に
 

じ
っ
た
。
 

彼
の
 

生
涯
の
 

何
處
に
 

犠
牲
が
 

あ
り
 

義
務
が
 

あ
る
の
 

だ
ら
 

う
。
 

世
の
 

人
 

は
 

云
 

ふ
、
 

基
督
 

は
 

あ
ら
ゆ
る
 

も
の
 

を
 

犧
牲
に
 

供
し
、
 

救
世
主
 

た
る
の
 

義
務
の
 

故
に
 

凡
て
 

の
 

迫
害
と
 

窮
乏
と
 

を
 

^
 

て
堪
へ
 

忍
ん
だ
。
 

だ
か
ら
お
 

前
 

達
 

は
 

基
督
の
 

受
難
に
 

よ
っ
て
 

罪
か
ら
 

あ
が
な
 

は
れ
 

た
の
 

だ
ノ
 

お
前
 

達
 

も
 

亦
 

彼
に
 

な
ら
っ
て
 

犧
牲
獻
 

身
の
 

生
活
 

を
 

送
ら
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

と
 

C 
私
 

は
 

私
と
 

し
て
 

彼
の
 

我
等
に
 

遣
し
た
 

生
活
 

を
 

か
く
 

考
 

へ
 

る
 

事
 

は
ど
う
し
て
も
 

出
来
な
い
。
 

基
督
 

は
與
 

へ
る
 

事
 

を
 

苦
痛
と
 

す
る
 

や
う
な
 

愛
の
 

貧
者
で
 

は
斷
 

じ
て
 

な
い
。
 

基
瞥
は
 

私
の
 

さ-や 

耳
に
 

囁
い
て
 

云
 

ふ
、
 

「
基
督
の
 

愛
 

は
 

世
の
 

凡
て
 

の
 

高
き
 

も
の
、
 

淸
 

き
も
の
、
 

美
し
き
 

も
の
 

を
攝
 

取
し
 

盡
 

し
た
。
 

眼
 

を
 

開
い
て
 

基
督
の
 

所
有
 

の
 

如
何
に
 

豐
富
 

で
あ
る
か
 

を
 

見
る
 

が
い
.
^
。
 

基
督
が
 

與
へ
、
 

施
し
た
 

と
 

見
え
る
 

凡
て
の
 

も
の
 

は
、
 

實
は
 

凡
て
 

基
督
 

自
身
に
 

與
へ
、
 

施
 

し
て
 

ゐ
 

た
の
 

だ
。
 

基
督
 

は
 

何
 

を
 

も
 

失
 

は
な
い
。
 

而
 

し
て
 

凡
て
の
 

も
の
 

を
 

得
た
。
 

こ
の
 

大
歡
喜
 

を
お
 

前
 

も
 

亦
 

味
 

ふ
が
 

い
-
。
 

基
督
の
お
 

前
に
 

要
求
す
 

る
 

所
 

は
 

唯
 

こ
の
 

一
事
 

あ
る
の
 

み
だ
。
 

お
前
 

は
 

偽
善
者
 

を
 

知
っ
て
 

ゐ
 

る
か
。
 

自
己
に
 

施
し
せ
 

す
 

他
に
 

施
し
せ
 

る
 

も
の
 

を
僞
 

善
 

者
と
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

自
己
に
 

同
化
し
 

な
い
 

外
物
に
 

對
 

し
て
 

浪
費
す
 

る
 

も
の
 

を
 

偽
善
者
と
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

浪
費
の
 

後
の
 

苦
々
 

し
い
 

af
te
r-
 

tas
te 

を、 
强
 

ひ
て
 

笑
 

ひ
に
 

ま
ぎ
ら
す
 

そ
の
 

歪
ん
だ
 

顏
付
を
 

見
ろ
。
 

そ
れ
が
 

僞
 

善
の
 

肖
像
 

だ
」
 

と
。
 

愛
が
 

若
し
 

與
 

へ
 

ん
 

と
す
る
 

本
能
で
 

あ
り
 

放
射
す
 

る
 

H 
ネ
ル
 

ギ
，
 

'
で
あ
る
な
ら
ば
、
 

世
の
 

統
合
 

は
 

遠
の
昔
に
 

壞
 

れ
て
ゐ
 

な
け
れ
ば
 

な
 

ら
 

な
い
。
 

放
射
 

は
 

遠
心
力
に
 

よ
っ
て
 

支
配
さ
れ
、
 

遠
心
力
 

は
 

何
時
で
も
 

物
々
 

間
の
 

距
離
 

を
 

遠
か
ら
 

し
む
る
 

事
に
 

の
み
 

役
立
っ
た
 

か
ら
 

で
あ
る
。
 

こ
れ
に
 

反
し
 

相
 

奪
 

ふ
 

力
で
 

あ
る
が
 

故
に
、
 

物
々
 

は
 

互
に
 

相
牽
 

く
ば
 

か
り
で
 

な
く
、
 

互
に
 

融
合
し
て
 

同
時
に
 

互
に
 

深
ま
り
 

高
 

ま
る
の
 

だ
。
 

か
 

\ 
る
 

生
活
に
 

於
て
 

貧
し
く
 

さ
れ
る
 

も
の
 

は
 

愛
せ
ら
れ
ざ
る
 

者
の
 

み
で
 

あ
る
。
 

愛
せ
す
 

し
て
 

與
 

へ
よ
う
と
 

す
る
 

も
の
 

は
 

偽
善
者
と
 

な
り
，
 

愛
せ
す
 

し
て
 

受
け
よ
う
 

と
す
る
 

も
の
 

は
 

物
質
に
 

落
ち
る
。
 

私
 

は
 

嘗
て
 

人
間
 

を
 

知
ら
う
 

と
し
て
 

周
圍
 

を
觀
，
 

祭
し
 

歴
史
 

を
讀
 

破
し
た
。
 

自
己
 

を
 

知
ら
う
 

と
す
る
 

時
に
 

さ
 

へ
傳
 

記
と
 

哲
擧
 

と
の
 

中
 

を
 

探
し
 

廻
っ
た
。
 

然
し
 

そ
れ
が
 

私
に
 

齎
す
 

結
果
 

は
 

空
 

虛
な
槪
 

念
に
 

過
ぎ
な
か
っ
た
。
 

私
 

は
や
が
 

て
 

態
度
 

を
 

改
め
ね
ば
 

な
ら
な
か
っ
た
。
 



而
 し
て
 
自
己
 
を
 知
ら
う
 
と
す
る
 
時
 は
 勿
論
、
 
人
 問
 を
 知
ら
う
 
と
す
る
 
お八：： に

で
 
も
容
抡
 
た
く
 
自
己
 
を
撿
 
祭
し
て
 
兑
た
。
 
而
 し
て
、
 
见
 

よ
、
 
そ
こ
に
 
は
 生
 味
の
 
饒
 か
な
 
新
し
い
 
世
界
が
 
開
展
 
さ
れ
た
。
 
寳
 生
活
の
 
波
瀾
に
 
乏
し
い
、
 
孤
 獨
な
道
 
を
 踏
ん
で
 
來
た
 
私
の
 
中
に
、
 

思 ひも かけ
な
か
っ
た
 

侗 性の 多 數を
發
 見し
た
 時、 私 は 恐れ もし、 驚き もした。 私が 服を

据
 ゑて
^
 りなく 自己 を：：^ :i 

め
れ
ば
 
見
詰
め
る
 
程
 大
き
な
 
篇
實
な
 
諸
相
が
 
明
瞭
に
 
意
識
さ
れ
 
た
。
 
何
 だ
 そ
れ
 
は
。
 
私
 は
 今
に
し
て
 
そ
れ
が
 
何
で
 
あ
る
か
 
を
 
知
る
。
 

そ
れ
 
は
 私
と
 
私
の
 
祖
先
と
 
が
、
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
外
界
か
ら
 
自
己
の
 
中
に
 
述
れ
 
込
ん
で
 
來
た
 
捕
^
の
 
大
き
な
 
群
れ
な
 
の
 だ
。
 
勿
論
 
そ
の
 
巾
 

に
 は
 私
と
 
先
祖
と
の
 
下
劣
な
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
擄
 
に
さ
れ
 
た
も
の
 
も
 
あ
る
。
 
高
贵
な
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
述
れ
て
 
來
ら
れ
 
た
も
の
 
も
 
あ
る
、
 
然
し
 

彼
等
の
 
凡
て
が
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
捕
 
へ
ら
れ
、
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
私
の
 
衷
に
 
育
て
ら
れ
た
 
も
の
で
あ
る
 
事
 を
 誰
が
 
拒
み
^
 
や
う
。
 

私
 

は
 

自
己
 

を
 

愛
す
る
。
 

而
 

し
て
 

自
己
 

を
 

深
く
 

よ
く
 

愛
せ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

自
己
 

を
 

愛
す
る
 

事
が
 

深
く
 

且
つ
 

善
い
 

の
に
 

從
 

つ
て
 

私
 

は
 

他
 

か
ら
 
何
を
攝
 
取
せ
 
ね
ば
な
ら
 
ぬ
か
 
を
 明
瞭
に
 
し
 得
る
 
だ
ら
 
う
。
 
愛
す
る
 
以
上
 
は
佾
 
ま
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 

一
 面
が
 
あ
る
 
事
 を
 察
す
る
 
事
が
 
出
 

來
る
。
 
私
 は
 愛
す
る
 
も
の
 
を
攝
 
取
し
 
憎
む
 
も
の
 
を
放
拋
 
す
る
。
 
然
し
 
私
の
 
自
己
 
は
や
が
 
て
鍛
鍊
 
さ
れ
た
 
に
 遠
 
ひ
な
い
。
 
よ
く
 
愛
す
る
 
も
 

の
 は
よ
 
く
 
憎
む
 
事
 を
 知
っ
て
 
ゐ
 
る
と
 
同
時
に
、
 
憎
む
 
事
の
 
如
何
に
 
苦
し
い
 
も
の
で
 
あ
る
か
 
を
 痛
感
し
 
得
る
 
も
の
 
だ
。
 
私
の
 
自
己
が
^
 

鍊
 
さ
れ
る
 
に
從
 
つ
て
 
憎
ん
で
 
放
拋
 
す
べ
き
 
も
の
 
&
數
は
 
減
ら
さ
れ
て
 
行
く
 
だ
ら
 
う
。
 
如
何
な
る
 
も
の
 
も
 愛
の
 
眼
に
 
は
、
 
適
 常
な
 
視
^
:
 

か
ら
 は
、
 
愛
す
べ
き
 も
の
で
あ
る
 事
 を
 知
る
 だ
ら
 
う。 

而
 し
て
 凡
て
の
 も
の
が
 あ
る
べ
き
 配
列
 を
な
 し
て
 私
の
 中
に
 同
化
さ
れ
 る
 だ
 

ら
う
。
 
か
く
て
 
私
の
 
中
に
は
 

一
 つ
の
 
完
き
 
世
界
が
 
新
た
に
 
生
れ
 
出
る
 
だ
ら
 
う
。
 
こ
の
 
大
歡
 
喜
に
 
對
 し
て
 
私
 は
 何
物
 
を
も
惜
 
み
な
く
 
投
 

げ
^
へ
 
る
 
だ
ら
 
う
。
 
然
し
 
そ
れ
が
 
如
何
に
 
高
價
な
 
も
の
で
 
あ
ら
う
 
と
も
、
 
そ
の
 
歡
 喜
に
 
比
し
て
 
は
 比
較
に
 
な
ら
な
い
 
程
 些
少
な
 
も
の
 

で
あ
る
の
 
を
 知
っ
た
 
時
、
 
況
し
て
 
や
、
 
投
げ
 
與
 
へ
た
と
 
思
っ
た
 
そ
の
 
贈
 品
す
 
ら
も
 
畢
竞
.
 HI: 己

に
 
退
っ
て
 
來
る
 
も
の
で
あ
る
の
 
を
 知
つ
 

た
 時
、
 
第
三
者
の
 
眼
に
 
私
の
 
生
活
が
 
犠
牲
と
 
見
え
 
獻
身
 
と
兒
 
え
て
も
、
 
私
自
身
に
 
取
っ
て
 
は
 そ
れ
が
 
鐽
^
 
で
あ
り
 
成
^
で
 
あ
る
の
 
を
 

感
じ
た
 
時
、
 
私
 は
 徹
底
し
た
 
人
生
の
 
肯
定
 
者
で
 
な
い
で
 
ゐ
ら
れ
 
や
う
 
か
。
 

惜
し
み
な
 

く 
愛
 
は
 
奪
 
ふ
 
 

二
八
 

1 



冇
.
 島
 
武
郞
仝
 
第
 
笫
五
卷
 
 

二
八
 
二
 

更
に
戔
 
さ
れ
た
 
問
題
 
は
、
 
私
の
 
心
の
中
に
 
烈
し
く
 
働
く
 
愛
な
る
 
力
が
 
大
き
な
 
祌
祕
な
 
力
か
ら
 
分
化
さ
れ
 
た
も
の
で
 
あ
る
か
 
如
何
 
か
 

と
 
云
 
ふ
 事
で
 
あ
る
。
 
私
 は
ま
 
だ
 
こ
の
 
謎
 を
 開
く
べ
き
 
鍵
 を
 確
に
 
握
っ
て
 
ゐ
 な
い
。
 
祌
の
 
愛
が
 
私
の
 
中
に
 
も
 
働
い
て
 
ゐ
 
る
の
 
か
。
 
^
り
 

に
さ
う
 
だ
と
し
て
も
、
 

私
 は
 神
の
愛
と
 
私
の
 
そ
れ
と
 
を
 異
質
の
 
も
の
と
 
考
 
へ
る
 
事
 は
出
來
 
な
い
。
 
祌
は
與
 
へ
る
 
力
で
 
は
な
い
 
銮
ふ
カ
 

だ
。
 
祌
は
 
其
の
 
力
の
 
あ
る
 
分
配
 
を
 
私
に
 
投
げ
 
與
へ
 
る
の
で
 
は
な
い
、
 
其
の
 
力
の
 
全
體
の
 
中
に
 
私
を
攝
 
取
し
ょ
う
 
と
す
る
 
の
 だ
。
 
さ
う
 

感
 す
る
 
事
が
 
私
に
 
は
遙
 
か
に
 
合
理
的
で
 
あ
る
。
 
私
 は
 超
自
然
 
力
 を
 感
知
し
て
 
ゐ
る
 
人
に
 
此
の
 
大
膽
に
 
近
い
 
喑
示
を
 
提
供
し
て
 
私
の
 
小
 

さ
な
 
感
想
 
を
 終
る
。
 

へ
 一
九
 
一
七
、
 
五
月
 
十
五
 
ロ
ン
 

^
同
 

年
 

六
月
、
 

一 新
潮
」
 

所
載
 

y
 



「
平
凡
 

人
の
 

手
紙
」
 

に
 

就
い
て
 

所
で
 
平
凡
 
人
 
は
、
 
前
 田
 氏
が
 
時
事
 
新
報
に
 
書
か
れ
た
 
批
評
 
を
 言
葉
 
通
り
に
 
覺
 
え
て
 
ゐ
 な
か
っ
た
 
か
ら
、
 
(
表
現
 
は
こ
の
 
通
り
で
 
は
な
 

い
 
の
 だ
よ
。
 
然
し
 
意
味
 
は
さ
う
 
だ
っ
た
)
 
と
斷
 
つ
て
、
 
前
 田
 氏
が
 
「
出
て
 
來
る
 
人
間
 
は
、
 皆
 そ
れ
，
^
 
に
 特
色
 
づ
け
ら
 
れ
て
ゐ
 
ま
し
た
が
、
 

さ
て
 
ど
，
 e
 を
 見
て
も
 
價
 直
の
 
あ
り
さ
う
な
 
者
 は
 
一
 人
 も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

少
 く
と
 
も
友
逹
 
に
し
て
 
つ
き
あ
 
へ
 さ
う
な
 
お
は
 

一
 人
 も
 
あ
り
 

ま
 
亡
ん
。
 
薄
の
 
ろ
で
 
な
け
れ
ば
 
馬
鹿
 
か
、
 
で
な
け
れ
ば
 
嫌
な
 
扠
か
、
 
ど
れ
 
を
 見
て
も
 
何
ん
 
と
い
 
ふ
友
途
 
だ
ら
 
う
、
 

と
 
嘆
 ま
さ
れ
る
 
や
 

う
な
 
人
達
ば
 
か
り
で
し
た
。
 
併
し
 
そ
れ
が
 
滔
々
 
た
る
 
人
間
の
 
本
體
 
で
な
い
 
と
 
誰
に
 
言
へ
 
ま
せ
う
」
 

と
 
泡
 鳴
 氏
の
 
创
作
 
を
批
 
S
 し
た
の
 

を
、
 
平
凡
 
人
 
は
 
「
作
物
に
 
は
 
下
劣
な
 
醜
陋
な
 
人
間
ば
 
か
り
が
 
活
躍
し
て
 
ゐ
て
、
 
讀
 む
の
 
も
 
厭
に
な
る
 
さ
う
 
だ
。
 
然
し
 
人
生
の
 
赏
相
 
は
こ
 

ん
な
 
も
ん
で
 
な
い
 
と
 
誰
が
 
云
 
ひ
 得
よ
う
と
 
論
者
 
は
 作
者
に
 
强
く
 
同
感
 
を
 表
し
て
 
ゐ
た
」
 

と
 
云
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
前
 田
 氏
に
 
從
 
へ
ば
 
「
滔
 

滔
た
 
る
 人
間
の
 
本
體
」
 

と
 
云
 
ふ
 御
自
身
の
 
言
葉
と
、
 
「
人
生
 
の
實
 
相
」
 
と
 
云
 
つ
 た
 平
凡
 
人
 
の
 言
葉
と
の
 
問
に
 
は
 非
常
な
 
相
與
が
 
あ
る
ら
 

し
い
。
 
平
凡
 
人
に
 
代
っ
て
 
私
が
 
冷
 靜
に
考
 
へ
て
 
見
る
 
の
に
、
 
r
 滔
々
 
た
る
 
人
 問
」
 
と
 
云
 
へ
 ば
.
 ̂
今
^
 
西
に
 
瓦
っ
て
 
は， 波

 す
^
り
 
の
 入
^
 

と
考
 
へ
て
 
少
し
も
 
差
 支
な
い
 
と
 思
 
ひ
ま
す
 
が
ど
う
で
 
す
か
。
 
勿
論
 
か
う
 
云
 
ふ
と
 
前
 W
 氏
 は
 
「
そ
れ
 
だ
か
ら
 
君
 は
 頭
が
 
ぃ
ゝ
 
と
-
ぶ
ふ
.
^
 

判
 を
 貰
 
ふ
ん
だ
。
 

一
寸
 考
 
へ
て
も
、
 
釋
迦
ゃ
 
孔
子
 
や
 ソ
ク
ラ
テ
ス
が
 
ゐ
る
ぢ
 
や
な
い
 
か
。
 
滔
々
 
た
る
 
人
^
の
 
中
に
 
そ
ん
.
 な
 人
 
を
 
入
れ
 

ら
れ
 
る
か
 
入
れ
ら
れ
な
 
い
か
、
 
そ
れ
だ
け
 
考
 
へ
れ
ば
 
解
り
 
さ
う
な
 
も
の
 
だ
」
 
と
 
云
 は
れ
る
 
だ
ら
 
う
。
 
然
し
 
前
 m
 
氏
が
 
あ
の
 
句
 
を
^
:
 
い
 

て
ゐ
た
 
時
に
 
そ
ん
な
 
除
外
例
な
 
ど
 
を
 頭
に
 
置
い
て
 
居
ら
れ
た
ら
 
う
か
。
 
氏
 は
 無
意
識
的
 
に
し
ろ
 

一 秫
或
ろ
 
思
想
に
 
對
す
ろ
 

抗
 的
な
 

態
度
で
 
大
ま
か
に
 
人
間
 
全
體
を
 
腦
裡
に
 
描
い
て
 
は
 を
ら
 
れ
 な
か
っ
た
ら
 
う
か
。
 
さ
う
 
だ
と
 
す
れ
ば
 
平
凡
 
人
が
 
氏
の
お
 
へ
 方
 
を
 「
人
^
」
 

と
 
云
 
ふ
 字
で
 
現
 は
し
た
 
事
に
 
何
ん
 
の
 不
思
議
 
も
な
い
 
事
 だ
。
 
「
本
 體
」
 
と
 
「
實
 相
」
 
と
で
 
は
 同
じ
 
意
味
 
を
お
 
も
^
ろ
 
卜
-
に
 
 一 ̂

體
」
 

と 
.ム 

「
平
凡
 
人
の
 
手
靳
」
 

に 
就
い
て
 
 

二
べ
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

二
八
 

四
 

ふ
 方
が
 
餘
程
 
根
本
的
な
 

一一 一一 口 葉
 だ
と
 
云
っ
て
 
い
 
\。 

前
 田
 氏
が
 
そ
の
 
作
物
に
 
「
輿
 味
を
覺
 
え
ま
し
た
」
 

と
 
云
 は
れ
た
 
に
對
 
し
て
、
 
平
凡
 

人
が
 

r 讀
 む
の
 
も
い
 
や
に
な
る
 
さ
う
 
だ
」
 
と
 
前
 田
 氏
が
 
云
 は
れ
た
 
や
う
に
 
覺
 
え
て
 
ゐ
て
、
 
そ
の
 
通
り
 
書
い
た
 
の
 は
、
 
平
凡
 
人
が
 
前
 田
 

氏
に
 

對
 

して
 

平
凡
 

人
な
 

りの
 

好
意
と
 

同
情
と
 

を 
持
っ
て
 

ゐ
た
事
 

を 
示
す
 

外
に
 

何
物
 

を も 
示
し
て
 

ゐ ない
。 

而 して
 

そ
れ
が
 

平
凡
 

人
の
 

性
格
 
を
 色
 濃
く
 
現
 は
し
 
得
て
 
ゐ
 
る
と
 
作
者
な
る
 
私
 は
 思
 
ふ
。
 

一
歩
 

を
讓
 

ら
う
。
 

想
像
 

を
 

避
け
よ
う
。
 

而
 

し
て
 

前
 

田
 

氏
が
 

「
滔
々
 

た
る
 

人
間
」
 

と
 

云
 

ふ
 

言
葉
で
 

單
に
 

人
間
の
 

大
多
數
 

を
 

指
し
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
と
し
ょ
う
。
 

か
く
 

一
歩
 

を
讓
 

つ
た
 

そ
の
 

點
 

で
も
 

平
凡
 

人
と
 

前
 

M
 

氏
と
 

は
 

思
想
 

的
に
 

聯
絡
の
 

絲
を
絶
 

た
れ
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
。
 

あ
の
 

作
全
體
 
が
よ
く
 
示
す
 
や
う
に
 
平
凡
 
人
に
 
は
滔
々
 
た
る
 
人
 問
 は
 薄
の
 
ろ
で
 
な
け
れ
ば
 
馬
鹿
 
か
、
 
で
な
け
れ
ば
 
嫌
 ひ
な
 
扠
か
、
 
少
く
 
と
も
 

友
達
に
 

し
て
 

つ
き
あ
へ
 

さ
う
な
 

者
 

は
 

一
 

人
 

も
な
い
 

と
 

は
 

思
 

ひ
も
 

よ
ら
な
い
 

事
な
 

の
 

だ
。
 

そ
ん
な
 

事
 

は
 

平
凡
 

人
に
 

と
っ
て
 

は
 

r
 

讀
み
返
 

し
て
 

見
た
 

ピ
け
 

で
も
 

可
た
り
 

恐
ろ
し
い
 

氣
 

が
す
る
」
 

の
 

だ
。
 

こ
の
 

眞
喑
な
 

本
體
の
 

露
骨
な
 

描
寫
を
 

興
味
 

を
 

以
て
 

讀
む
 

—
—
 

前
 

田
 

氏
が
 

堅
く
 
主
張
 
せ
ら
れ
る
 
こ
の
 
事
實
は
 
謙
虚
な
 
心
で
 
訂
正
さ
れ
 
る
に
 
あ
ら
 
す
ん
 
ば
、
 
取
消
す
 
事
 は
も
う
 
出
来
な
い
。
 

私
 は
 今
 
こ
の
 
事
實
を
 

新
聞
紙
 
上
で
 
書
い
て
 
ゐ
 
る
が
、
 
前
 田
 氏
 は
 自
ら
 
そ
れ
 
を
 
堂
々
 
た
る
 
雜
 誌
で
 
公
け
 
に
さ
れ
 
た
か
ら
 
だ
。
 
前
 田
 氏
 は
 自
ら
 
缺
席
 
裁
判
 
を
 担
 

ん
 だ
か
ら
 
だ
 o 

前
 田
 
氏
が
 
批
評
の
 
筆
 を
 
取
る
 
以
上
 
は
 全
責
任
 
を
 
以
て
 
筆
 を
 
取
ら
れ
た
 
害
 だ
。
 
叉
 用
語
の
 
上
に
 
於
て
も
 
私
 を
 
叱
正
し
て
 

下
さ
っ
た
 
や
う
に
 
明
確
な
 
適
切
な
 
用
語
 
を
し
て
 
居
ら
れ
る
 
箬
だ
。
 
私
 は
 
氏
の
 
言
葉
 
を
も
う
 
一
度
 
考
へ
 
て
い
た
^
き
 
た
い
と
 
思
 ふ
。
 
あ
 

の
 場
合
の
 

「
興
味
」
 

と
 
云
 
ふ
 言
葉
 
は
 
氏
の
 
人
生
と
 
藝
術
 
と
に
 
對
 す
る
 
態
度
 
を
 
ど
う
 
考
 
へ
さ
す
 
か
。
 

滔
々
 
た
る
 
人
 問
の
 
本
體
は
 
薄
の
 
ろ
で
 
な
け
れ
ば
 
馬
鹿
 
か
、
 
で
な
け
れ
ば
 
嫌
な
 
も
の
 
か
に
 
歸
着
 
す
る
 
も
の
と
 
前
 田
 氏
の
 
說
を
 
認
め
る
 

と
す
る
。
 
そ
れ
に
 
對
 し
て
 
高
い
 
道
義
の
 
念
 は
ー
體
 
ど
う
な
る
 

の
 だ
ら
 
う
と
 
平
凡
 
人
は
考
 
へ
て
 
見
た
 
の
 だ
。
 
價
値
 
の
な
い
 
の
が
 
本
體
で
 

あ
る
 
人
間
の
 
生
活
に
、
 
道
義
の
 
念
が
 
何
ん
 
の
藥
 
に
な
る
。
 
前
 田
 氏
 は
 
「
強
く
 
脈
打
っ
て
 
ゐ
た
 
高
い
 
道
義
の
 
念
」
 
と
 
云
 
ひ
、
 
平
凡
 
人
 
は
 

「
熱
實
 
な
 道
義
 
的
 氣
魄
」
 

と
 
云
っ
た
、
 
(
ど
っ
ち
が
 
强
ぃ
 
表
現
 
だ
か
 
は
 請
 者
の
 
判
斷
に
 
任
せ
る
)
 
高
い
 
道
義
の
 
念
が
 
如
何
に
 
强
く
 
脈
打
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つ
て
も
 
滔
々
 
た
る
 
人
 問
の
 
本
體
を
 
ど
う
 
變
 化
さ
せ
 
得
よ
う
 
も
な
い
 
の
 だ
。
 
交
涉
 
の
な
い
 
大
き
な
^
 

い
 力
と
 
小
さ
な
 
沾
ぃ
 
力
と
の
 
對
 

1
、
 
そ
れ
が
 
人
生
な
 
の
か
。
 
そ
れ
 
は
 明
か
に
 
或
る
人
々
 

の
 
蛇
蝎
の
 
如
く
に
 
忌
み
嫌
 
ふ
 
善
玉
 
惡
 玉
の
 
對
立
 
を
^
お
 
し
た
 
話
で
 
は
な
い
 

か
。
 
そ
れ
 
は
 そ
れ
で
い
 

X
。
 
一
面
に
 
喑
ぃ
 
人
間
の
 
本
體
を
 
肯
定
す
 
る
 人
が
、
 

一
面
 
そ
れ
と
 
氷
炭
 
相
容
れ
 
す
、
 
又
 そ
の
 
木
體
を
 
ど
う
す
 

る
 
こ
と
 
も
 出
来
な
い
 
道
義
の
 
念
に
 
色
 眼
 を
 便
 ふ
、
 
卽
ち
 
出
来
な
い
 
相
談
 
を
 常
住
 
腰
に
 
ぶ
ら
下
げ
て
 
歩
く
 
と
 平
凡
 
人
が
」
 ム
 つ
た
の
に
 
何
 

ん
 
の
 不
思
議
が
 
あ
る
か
。
 
而
し
 
て
 平
凡
 
人
の
 
立
場
か
ら
 

こ
 
ん
な
 
不
幸
な
 
人
 I
I
 は
澤
山
 
居
な
 
い
と
 
思
っ
た
 
の
に
 
何
 ん
の
 
訝
る
べ
き
^
 
地
 

が
 あ
る
か
。
 

(一 
九
 
一 七

 年
 
八
お
、
 
「
讀
^
 
新
閗
」
 
所
^
 
ソ 

「
平
凡
 
人
の
 
手
紙
」
 

に 
就
い
て
 
 

二
八
 
五
 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
八
 

六
 

私
の
 

母
 

母
が
 

繼
母
 

で
な
い
 

事
。
 

こ
ん
な
 

難
 

有
い
 

特
權
は
 

又
と
 

は
 

一
寸
な
い
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

繼
母
を
 

持
た
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

子
の
、
 

世
に
 

多
い
 

の
 

を
 

知
り
な
が
ら
、
 

こ
ん
な
 

幸
，
 

幅
 

を
 

披
露
す
 

る
の
 

は
 

心
苦
し
い
 

程
の
 

事
で
す
。
 

母
が
 

私
よ
り
 

多
く
の
 

悲
し
み
 

苦
し
み
 

を
 

知
っ
て
 

ゐ
る
 

事
。
 

幼
年
時
代
が
 

華
や
か
だ
っ
た
！
，
 

け
、
 

母
の
 

處
女
 

時
代
 

は
 

苦
し
か
っ
た
 

で
 

せ
う
 

妻
と
 

な
つ
て
か
ら
 

も
，
 

母
に
 

は
、
 

自
由
に
 

自
分
自
身
 

を
 

振
舞
 

ひ
 

得
る
 

日
と
 

て
 

は
 

一
日
 

も
來
 

な
か
っ
た
 

の
で
す
。
 

赵
 

の
 

幼
 

(
寺
 

小
金
 

并
 

き
み
子
 

氏
が
 

會
津
 

落
狨
當
 

時
の
 

士
族
の
 

生
活
 

を
 

描
い
た
 

文
章
 

を
讀
ん
 

で
、
 

母
が
 

非
常
な
 

名
文
 

だ
と
 

感
心
し
て
 

淚
を
 

流
し
て
 

ゐ
 

た
の
 

を
 

記
憶
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

母
 

は
 

凡
て
の
 

悲
境
と
 

壓
迫
 

と
に
 

對
 

す
る
 

悲
し
み
 

苦
し
み
 

を
よ
 

く
/
 

\
飮
 

み
 

込
ん
で
 

ゐ
る
 

害
で
す
。
 

そ
れ
 

は
 

子
に
 

と
っ
て
 

ど
れ
 

程
の
 

力
で
 

せ
う
。
 

母
 

は
 

子
に
 

死
別
れ
 

な
か
っ
た
。
 

凡
て
の
 

痛
苦
 

を
 

知
っ
て
 

ゐ
 

な
が
ら
、
 

. 母
 

は
 

子
に
 

死
別
れ
 

る
 

悲
し
み
 

を
經
驗
 

し
て
 

ゐ
 

ま
せ
ん
。
 

母
 

は
 

程
 

等
 

七
 

人
の
子
 

を
 

生
み
 

ま
し
た
が
、
 

一
人
 

も
 

死
ん
だ
 

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

こ
の
 

大
き
な
 

幸
福
 

は
、
 

ど
ん
な
 

音
 

さ
の
 

中
に
 

も
^
の
 

性
 

格
 

を
 

明
る
い
 

も
の
に
し
て
 

来
ま
し
た
。
 

何
物
 

も
 

曇
ら
す
 

事
の
 

出
来
な
い
 

母
の
 

顏
を
 

見
る
 

の
 

は
 

子
の
 

喜
び
で
す
。
 

そ
の
外
、
 

母
の
 

性
格
 

や
、
 

修
養
 

や
、
 

信
仰
に
 

つ
い
て
、
 

餘
り
 

委
し
い
 

事
 

を
 

私
自
身
が
 

書
く
 

の
 

は
い
 

や
で
す
。
 

何
し
ろ
 

私
の
 

母
 

は
い
 

い
 母
で
す
。
 

(I
 

九
 

I 
七
 

年
 

十
月
 

、
【
新
 

家
庭
」
 

所
載
)
 



藝
術
を
 
生
む
 
胎
 

藝
術
を
 
生
む
 
も
の
 
は
 愛
で
 
あ
る
。
 
そ
の
外
に
 
藝
術
を
 
生
む
 
胎
 は
な
い
。
 
眞
が
藝
 
術
 を
 
生
む
 
と
考
 
へ
る
 
人
が
 
あ
る
。
 
然
し
お
 
が
^
む
 

も
の
 
は
眞
理
 
で
あ
る
。
 
眞
理
 
卽
ち
藝
 
術
と
 
は
な
り
 
得
な
い
。
 
眞
が
 
生
命
 
を
 得
て
 
動
く
 
時
、
 
露
は
錢
 
じ
て
 
愛
と
 
な
る
。
 
そ
の
 
愛
の
 
や. む

 

も
の
が
 
藝
術
 
な
の
 
だ
。
 

〇 

凡
て
の
 
も
の
 
は
 動
く
。
 
靜
 4- の

狀
 
に
あ
る
 
も
の
 
は
 絶
え
て
 
あ
る
 
こ
と
が
な
い
。
 
凡
て
の
 
も
の
 
は
變
 
る
。
 
不
 S
 
の
狀
 
に
あ
る
 
も
の
 
は
 

嘗
て
あ
っ
た
 
事
が
な
い
。
 
若
し
 
靜
止
 
不
變
の
 
も
の
が
 
あ
る
と
 
す
れ
ば
、
 
そ
れ
 
は
 或
る
 
も
の
 
を
 凝
視
し
た
い
 
欲
^
か
ら
 
私
 3
 
が
^
り
に
 

空
中
に
 
描
く
 
樓
閣
 
に
過
ぎ
な
い
。
 

眞
と
 
い
ふ
 
も
の
 
も
 
謂
 は
^
 
其
の
 
樓
閣
の
 

一
 つ
で
 
あ
る
。
 
私
共
 
は
 絡
え
 
す
 動
き
 
絶
え
す
 
變
す
る
 
愛
の
 
常
體
 
を
、
 
强
 
ひ
て
，
 W
 く
 
假
^
 
リぃ 

に
 靜
止
不
 
變
の
狀
 

こ 置
い
て
、
 
こ
れ
に
 
眞
と
 
い
ふ
 
名
を
與
 
へ
て
 
兒
 
る
の
 
だ
。
 
流
れ
る
 
水
か
戎
 
る
お
 
の
 問
に
^
 
ち
 
こ
ん
で
、
 
絶
え
す
 
そ
 

こ
に
 

一
 つ
の
 
渦
紋
 
を
 描
く
 
と
す
る
。
 
若
し
 
流
れ
る
 
水
の
 
量
が
 
一
定
し
て
 
ゐ
 
る
と
、
 
そ
こ
に
 
描
か
れ
ろ
 
波
紋
の
 
形
 は
 大
抵
 
一
^
し
て
ん
 

る
で
 
あ
ら
う
。
 
然
し
 
そ
の
 
渦
紋
の
 
內
容
は
 
一
瞬
と
 
雖
も
 
同
一
で
 
は
な
い
 

つ 
そ
れ
 
は
 微
細
な
 
外
界
の
 
影
 
！
 
例
へ
ば
 
S
 流
 
そ
の
^
 

上
 を
 泳
ぎ
 
わ
た
る
 
小
魚
、
 
落
ち
て
 
來
た
 
枯
葉
、
 
渦
紋
 
自
身
の
 
さ
 
\ 
や
か
な
 
變
.
 化
が
 
次
の
 
瞬
-
^
 
に
 及
ぼ
す
 
力
 I
 

に
 作
っ
て
 

^
仏
に
 

眼
 ま
ぐ
 
る
し
 
い
 變
化
を
 
行
っ
て
 
ゐ
る
。
 
唯
 そ
の
 
渦
紋
 
を
 凝
視
し
ょ
う
 
と
し
て
 
ゐ
る
 
入
に
 
は
、
 
さ
う
 
い
ふ
 
動
^
 
を
 
撥
お
 
し
て
 

渦
釤
そ
 

藝
術
を
 
生
む
 
眙
 
 

. 
二
人
 
七
 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

二
八
 

八
 

の
 

も
の
 

を
 

は
っ
き
り
 

腦
裡
に
 

再
現
し
て
 

見
よ
う
と
 

す
る
 

欲
求
が
 

起
っ
て
 

來
る
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

人
の
 

心
に
 

は
、
 

水
が
 

或
る
 

中
心
 

點
を
求
 

め
爭
 

つ
て
、
 

囘
旋
狀
 

に
 

求
心
 

的
な
 

運
動
 

を
す
 

る
 

一
 

つ
の
 

現
象
が
、
 

靜
止
不
 

變
な
假
 

象
と
 

な
っ
て
 

考
 

へ
ら
れ
る
 

の
 

だ
。
 

渦
紋
 

其
の
物
が
 

愛
で
あ
る
な
ら
 

ば
、
 

渦
紋
の
 

假
 

象
は
眞
 

だ
。
 

渦
紋
 

は
實
 

在
す
 

る
。
 

然
し
 

渦
紋
の
 

假
象
は
 

人
の
 

心
の
中
に
 

再
現
さ
れ
 

た
 

幻
影
に
 

過
ぎ
な
い
。
 

渦
紋
が
 

あ
っ
て
 

甫
 

め
て
 

渦
紋
の
 

假
 

象
が
 

生
れ
る
 

様
に
、
 

愛
が
 

あ
っ
て
 

甫
 

め
て
 

眞
は
 

生
れ
る
 

の
 

だ
。
 

だ
か
ら
 

私
 

は
 

「
眞
が
 

生
命
 

を
 

得
て
 

動
く
 

時
、
 

眞
は
變
 

じ
て
 

愛
と
 

な
る
」
 

と
 

云
っ
た
 

の
 

は
、
 

實
は
 

本
末
 

を
顚
 

倒
し
た
 

も
の
 

土
 

K
 

ひ
 

方
 

で
あ
る
。
 

本
當
 

を
い
 

へ
ば
 

眞
が
 

動
く
 

と
い
 

ふ
 

事
 

は
な
い
。
 

眞
が
 

動
け
ば
 

そ
の
 

瞬
間
に
 

眞
の
 

本
質
 

は
 

失
 

は
れ
て
 

し
ま
 

ふ
。
 

愛
が
、
 

人
の
 

心
の
中
で
 

假
 

り
に
 

不
變
と
 

云
 

ふ
 

鑄
 

型
に
 

は
め
こ
ま
れ
て
 

し
ま
っ
た
 

時
に
 

眞
 

と
な
る
 

の
 

だ
。
 

愛
 

は
 

人
 

を
 

動
か
す
 

力
で
，
 

眞
は
 

人
が
 

動
か
す
 

力
 

だ
。
 

さ
ら
ば
 

何
故
 

愛
の
 

み
が
 

藝
術
を
 

生
む
 

胎
 

だ
と
 

私
 

は
 

云
 

は
う
 

と
す
る
 

の
か
。
 

私
 

は
 

そ
れ
 

を
斷
定
 

す
る
 

前
に
 

更
に
 

前
提
し
て
 

置
か
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

も
の
-
あ
る
 

事
を
感
 

す
る
。
 

人
の
 

行
爲
は
 

思
索
的
な
 

る
と
 

實
働
 

的
な
る
 

と
 

を
 

問
 

は
す
 

共
に
 

一
 

つ
の
 

活
動
 

だ
。
 

そ
の
 

活
動
に
 

二
つ
の
 

動
向
が
 

あ
る
。
 

一
 

っ
は
自
 

ru
 

を
 

對
象
 

と
す
る
 

活
動
で
 

あ
り
"
 

一
 

つ
 

は
瑗
境
 

—
—
 

自
己
 

以
外
の
 

も
の
 

—
—
 

を
對
 

象
と
 

す
る
 

活
動
で
 

あ
る
。
 

自
己
 

を
對
 

象
と
 

す
る
 

活
動
 

と
 

は
 

取
り
 

も
 

直
さ
す
 

愛
の
 

活
動
で
 

あ
る
。
 

何
故
 

な
れ
ば
 

自
己
と
 

そ
の
 

所
有
と
 

は
 

愛
の
 

別
稱
 

で
あ
る
か
ら
 

で
あ
る
。
 

(
自
己
 

卽
ち
 

愛
が
 

働
 

い
て
 

そ
の
 

所
有
 

を
 

外
界
か
ら
 

攝
 

取
し
て
 

略
棼
 

す
る
 

I
I
 

そ
の
 

道
行
き
 

は
 

私
が
 

本
誌
の
 

六
月
 

號
に
揭
 

載
し
た
 

「
惜
し
み
な
 

く
 

愛
 

は
 

奪
 

ふ
」
 

と
 

云
 

ふ
 

感
想
文
の
 

中
に
 

見
出
し
て
 

い
た
^
き
た
い
。
 

私
 

は
玆
に
 

そ
の
 

事
實
を
 

繰
り
返
す
 

餘
裕
を
 

持
っ
て
 

ゐ
 

な
い
か
ら
)
、
 

而
 

し
て
 

自
己
 

の
對
 

象
と
 

す
る
 

活
動
の
 

み
が
、
 

私
の
 

考
 

へ
る
 

所
に
 

よ
れ
ば
 

藝
術
的
 

活
動
で
 

あ
る
の
 

だ
。
 



こ
の
 
前
提
か
ら
 
出
發
 
し
て
 
私
 は
い
ふ
、
 
自
己
 
を
對
 
象
と
 
す
る
 
活
動
が
 
愛
の
 
活
動
で
 
に
る
 
が
 故
に
、
 
愛
の
 
み
が
 
藝
術
 
を
^
も
 
胎
 
で
あ
 

る
と
。
 

〇 

難
す
 
る
 も
の
 
は
い
ふ
で
 
あ
ら
う
。
 
お
前
の
 
所
 說
は
藝
 
術
の
 
範
疇
 
を
甚
 
し
く
 
狭
小
な
 
も
の
に
し
 
て
し
 
ま
ふ
。
 
能
動
的
に
 
社
^
々
 
お
^
 

今 よく オォ 

と
し
て
 
活
動
す
 
ベ
 き
 分
野
 
は
藝
 
術
に
 
も
廣
く
 
大
き
く
 
殘
 さ
れ
 
て
ゐ
 
る
で
 
は
な
い
 
か
。
 
藝
術
は
 
抒
情
詩
と
.
 
n
 叙
 何
と
 
に
 5
t
M
r
 
ベ
 き
も
 

の
で
 
は
な
い
 
と
。
 

私
 は
 
そ
の
 
難
 者
に
 
答
へ
 
て
い
ふ
。
 
藝
術
 
家
が
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
自
己
の
 
所
有
と
 
し
た
 
環
境
、
 
言
葉
 
を
換
 
へ
て
 
い
へ
ば
、
 

c: 己
の
 
巾
に
 
取
 

り 
入
れ
て
 
自
己
の
 
一
部
と
 
な
し
 
終
っ
た
 
環
境
 
以
外
の
 
環
境
 
を
對
 
象
と
 
し
て
 
活
動
す
 
る
の
 
は
、
 
不
遜
な
 
事
で
 
あ
る
ば
 
か
り
で
 
な
く
、
 

小
 

遜
で
 
あ
る
よ
り
も
 
何
よ
り
も
 
絡
對
に
 
不
可
能
の
 
事
で
 
あ
る
。
 
自
己
 
以
外
の
 
社
 會
と
は
 
自
己
の
 
所
有
に
 
鹧
 
し
な
い
！
 ̂
境
の
^
-
で
あ
る
。
 

藝
術
 
家
が
 
如
何
に
 
非
凡
で
 
あ
り
、
 
天
才
 
的
で
 
あ
っ
て
も
、
 
自
己
の
 
し
っ
か
り
と
 
把
持
し
 
盡
 さ
な
い
 
瑗
境
を
 
如
何
に
し
て
 
取
扱
 
ふ
^
が
 

出
来
よ
う
 
か
。
 
そ
れ
 
を
 試
み
な
い
 
瞬
間
に
、
 
藝
術
家
 
は
 
そ
の
 
無
謀
に
 
罰
せ
ら
れ
て
 
斃
れ
る
 
外
 
は
な
い
。
 

藝
術
 
家
が
 
社
 會
を
對
 
象
と
 
し
て
 
創
造
 
を
 成
就
し
た
 
と
 外
面
 
的
に
 
見
え
る
 
例
 は
 あ
る
。
 
さ
う
 
い
ふ
 
例
 は
 有
り
 
餘
 る
お
 
に
あ
る
。
 
然
し
 

，
^
に
 
考
察
す
 
る
な
ら
 
ば
，
 
そ
の
 
創
造
が
 
價
値
 
あ
る
 
創
造
で
 
あ
る
 
以
上
 
は
、
 
そ
の
 
對
象
 
は
藝
術
 
家
の
 
自
己
と
 
交
渉
 
を
沒
 
却
し
た
 
W
 や
 

で
あ
る
 
場
合
 
は
絶
對
 
に
な
い
 
事
 を
 
私
は
斷
 
言
す
 
る
。
 
そ
の
 
藝
術
家
 
は
必
す
 
自
己
の
 
中
に
 
攝
 取
さ
れ
 
る
 设
境
を
 
S
 現
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 

卽
ち
 
自
己
 
を
 明
か
に
 
表
現
し
て
 
ゐ
 る
の
 
だ
。
 
題
材
が
 
社
會
の
 
事
で
 
あ
れ
、
 
自
己
の
 
事
で
 
あ
れ
、
 
客
觀
 
的
で
 
あ
れ
、
 

卞： 觀
的
 
で
あ
れ
 

眞
の
藝
 
術
 品
 は
 畢
竟
 
藝
術
家
 
自
身
の
 
自
己
 
表
現
の
 
外
で
 
あ
り
 
得
な
い
。
 

而
 し
て
 
自
己
の
 
本
質
 
は
 愛
 だ
。
 
だ
か
ら
 
愛
 
の
 み
が
 
藝
術
を
 
生
む
 
胎
な
 
の
 だ
。
 

藝
術
を
 
生
む
 
胎
 
 

二
八
 
九
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

九
 

o
 

一 
見
 

乾
燥
に
 

見
え
る
 

如
上
.
 

の
 

推
理
か
ら
 

私
 

は
 

暫
く
 

實
 

際
の
 

問
題
に
 

移
つ
 

て
 

見
よ
う
。
 

藝
 

術
は
眞
 

か
ら
 

生
れ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

と
 

主
張
す
 

る
 

人
達
が
 

あ
る
。
 

科
攀
的
 

精
神
の
 

勃
興
に
 

刺
戟
さ
れ
 

て
 

起
っ
た
 

自
然
主
義
、
 

寫
實
 

主
義
の
 

奉
 

誓
 

者
は
卽
 

ち
そ
れ
 

で
あ
る
。
 

彼
等
の
 

信
す
 

る
 

所
に
 

從
 

へ
ば
 

事
 

或
は
 

物
の
 

眞
相
を
 

歪
ん
で
 

見
せ
る
 

も
の
 

は
 

愛
憎
に
 

如
く
 

は
な
 

い
。
 

人
の
 

藝
 

術
に
 

要
望
す
 

る
 

所
 

は
、
 

如
何
に
 

擴
大
 

さ
れ
て
も
、
 

群
集
の
 

大
に
は
 

及
び
 

も
っ
か
な
い
 

一
個
 

性
の
 

愛
憎
に
 

よ
っ
て
 

取
捨
 

さ
 

ふ つ 

れ
た
 

自
然
 

及
び
 

生
活
で
あ
っ
て
 

は
な
ら
な
い
。
 

反
對
 

に
、
 

藝
術
 

家
の
 

愛
憎
 

(
卽
ち
 

自
己
)
 

を
 

最
小
限
に
 

壓
 

抑
し
て
、
 

能
 

ふ
か
ぎ
 

り
拂
 

しょ
く 拭
し
た
 

心
 

鏡
に
 

寫
 

つ
た
 

自
然
 

及
び
 

生
活
で
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

故
に
 

藝
術
 

家
が
 

愛
憎
 

取
捨
 

を
 

事
と
 

す
る
 

の
 

は
 

無
益
で
 

あ
り
、
 

或
は
 

有
 

害
で
 
あ
る
と
。
 

私
 

は
 

そ
れ
 

を
 

信
す
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
。
 

何
と
 

な
れ
ば
 

前
に
 

云
っ
た
 

通
り
 

眞
は
 

愛
の
 

假
象
 

に
過
ぎ
な
い
か
ら
 

で
あ
る
。
 

眞
と
は
 

私
 

等
 

の
 

愛
憎
が
 

假
 

り
に
 

設
け
た
 

約
束
に
 

過
ぎ
な
い
 

か
ら
で
 

あ
る
、
)
 

枯
死
し
た
 

無
機
 

的
な
 

眞
が
 

生
氣
 

あ
る
 

有
機
的
な
 

藝
術
を
 

生
み
出
す
 

と
 

は
 

考
 
へ
ら
れ
な
い
 
か
ら
で
 
あ
る
。
 

餘
談
に
 

亙
る
 

が
 

私
達
の
 

心
的
 

活
動
 

は
よ
 

く
智
 

情
意
の
 

三
耍
 

素
に
 

分
割
し
て
 

論
じ
ら
れ
る
。
 

便
宜
上
 

さ
う
 

す
る
 

事
 

を
 

私
 

は
 

担
 

ま
う
 

と
 

い
ふ
の
で
 

は
な
い
、
 

然
し
 

智
 

情
意
の
 

後
ろ
に
 

愛
 

を
 

置
い
て
 

考
へ
 

る
と
、
 

一
見
 

全
く
 

異
 

つ
て
 

見
え
る
 

此
の
 

三.
 

要
素
 

は
 

畢
竟
 

愛
の
 

作
用
の
 

現
 

は
れ
に
 

過
ぎ
な
い
 

事
 

を
 

看
取
し
 

得
る
 

だ
ら
 

う
。
 

愛
が
 

事
物
 

を
選
撵
 

す
る
、
 

其
の
 

能
力
 

を
假
 

り
に
 

智
と
云
 

ひ
、
 

選
撵
 

し
た
 

も
の
に
 

働
 

き
か
け
 

る
、
 

其
の
 

能
力
 

を
假
 

り
に
 

情
と
 

云
 

ひ
、
 

働
き
 

か
け
た
 

作
用
 

を
永
續
 

す
る
、
 

其
の
 

能
力
 

を
假
 

り
に
 

意
志
と
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

智
 

情
意
 

は
 

畢
竟
 

愛
に
 

裏
書
き
 

さ
れ
て
 

三
位
 

一 
體
 

と
な
る
 

の
 

だ
。
 

眞
を
 

識
別
す
 

る
の
 

は
 

智
力
に
 

在
る
 

事
 

は
い
ふ
 

迄
 

も
な
い
。
 

然
る
に
 

智
力
 

は
 

愛
の
 

作
用
の
 

一
 

面
に
 

し
か
 

過
ぎ
な
い
。
 

智
力
が
 

獨
り
働
 



く
 
所
に
 
自
己
 
全
體
の
 
働
く
 
と
い
 
ふ
 事
は
考
 
へ
ら
れ
な
い
。
 

眞
が
藝
 
術
 を
 
生
ま
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
 
主
張
す
 
る
 人
 
は
 誤
っ
た
 
歸
 納
に
陷
 
つ
て
 
ゐ
る
。
 
藝
術
は
 
莨
で
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
 
が
 故
に
、
 
^
術
 

は
 當
然
眞
 
か
ら
 
生
ま
る
べ
き
 
だ
と
す
 
る
 も
の
 
だ
。
 
そ
れ
 
は
さ
う
 
で
は
な
い
。
 
愛
が
 
藝
術
を
 
生
む
 
の
 だ
。
 
而
 し
て
 
藝
術
 
は
、
 
愛
か
ら
 
生
 

ま
れ
る
 
が
 故
に
、
 
眞
を
 
生
む
 
の
 だ
。
 

藝
術
を
 
生
む
 
力
 
は
 主
観
的
で
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

こ
の
 
主
觀
 
の
み
か
ら
 
眞
の
 
客
觀
は
 
生
ま
れ
 
出
る
。
 

眞
は
 
畢
竟
 
一
種
の
 
概
念
に
 
過
ぎ
な
い
。
 
概
念
の
 
內
容
 
は
隨
時
 
隨
處
に
 
人
が
 
變
化
 
さ
せ
る
 
事
が
 
出
来
る
。
 
こ
れ
に
 
反
し
て
 
キ
-
觀
 は
、
 

自
己
 
は
、
 
愛
 は
 動
か
す
 
事
の
 
出
來
 
な
い
 
嚴
肅
 
な
實
在
 
だ
。
 

畢
竟
 
自
己
の
 
問
題
 
だ
、
 
愛
の
 
問
題
 
だ
。
 
藝
術
 
家
の
 
愛
が
 
ど
れ
 
程
の
 
深
さ
に
 
愛
し
、
 
ど
れ
 
程
の
 
深
さ
に
 
略
 靡
し
、
 
ど
れ
 
程
の
 
髙
 
さ
に
 

向
上
し
、
 
ど
れ
 
程
の
 
熱
さ
に
 
燃
燒
 
し
て
 
ゐ
 
る
か
、
 
そ
れ
が
 
問
題
 
だ
。
 
侗
 性
と
 
い
ふ
 
も
の
が
 
人
間
の
 
生
お
^
 
體
 か
ら
兑
 
て
 如
何
に
 
小
で
 

あ
る
か
、
 
如
何
に
 
不
正
確
な
 
尺
度
で
 
あ
る
か
と
 
い
ふ
 
事
 
は
 問
題
で
 
は
な
い
。
 
何
と
 
な
れ
ば
 
よ
き
 
個
性
 
は
 人
^
の
 
化
活
仝
 
體
 よ
り
も
 
大
 

き
く
、
 
又
よ
り
 
完
全
な
 
尺
度
で
 
あ
り
 
得
た
 
例
 は
、
 
歷
史
が
 
有
り
 
餘
る
 
程
證
 
明
し
て
 
ゐ
 
る
か
ら
で
 
あ
る
。
 

愛
の
 
生
活
の
 
向
上
 
—
—
 
こ
れ
 
を
 外
に
し
て
 
何
 處
に
藝
 
術
 家
の
 
權
 威
が
 
あ
ら
う
。
 

こ
の
 
一
事
に
 
已
 
み
が
た
 
き
 
要
求
 
を
^
 
じ
な
い
 
も
の
 

は
藝
術
 
家
た
 
る
の
 
資
格
 
を
 根
本
的
に
 
持
た
な
い
 
も
の
 
だ
。
 
藝
術
家
 
は
こ
"
 
に
 苦
し
み
、
 

こ-" 
に
 喜
び
、
 

こ
，
 -
に
 K
 ガ
^
し
、
 

こ
 
ゝ
に
创
 

造
す
 
る
の
 
だ
。
 
そ
の
他
 

一 切
 は
 第
一
 
一
義
 以
下
に
 
墮
 し
た
 
あ
は
れ
 
な
屬
 
性
に
 
過
ぎ
な
い
。
 

藝
術
を
 
生
む
 
胎
 
 

二
 九
 
I 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 九
 
二
 

凡
て
の
 
活
動
 
は
 結
局
 
自
己
 
を
 表
現
し
ょ
う
 
と
す
る
 
過
程
で
 
あ
る
。
 
私
 は
 前
に
 
活
動
に
 
二
つ
の
 
動
向
が
 
あ
っ
て
、
 

一
 つ
 は
 自
己
 
を
對
 

象
と
 
し
、
 

一 つ
 は
 自
己
 
以
外
の
 
環
境
 
を
對
 
象
と
 
す
る
と
い
 
つ
た
。
 
而
 し
て
 
自
己
 
を
對
 
象
と
 
す
る
 
活
動
が
 
藝
術
的
 
活
動
 
だ
と
い
 
つ
た
。
 

そ
れ
 
は
 人
の
 
好
き
-
 
f,. 

で
あ
る
。
 
或
る
 
者
 は
 自
己
 
以
外
の
 
環
境
 
を
對
 
象
と
 
し
 
C 
自
己
 
を
 表
現
し
 
よ
う
と
 
試
み
る
。
 
彼
の
 
個
性
 
は
 其
 

の
侗
 
性
と
 
有
機
的
な
 
交
涉
を
 
持
た
な
い
 
環
境
と
 
甚
だ
し
く
 
亂
雜
に
 
混
淆
す
 
る
。
 
所
謂
 
事
業
家
と
 
か
、
 
道
攀
 
者
と
 
か
 
politician 

と
か
、
 

社
交
家
と
 
か
 云
 は
れ
る
 
も
の
-
生
活
 
は
卽
 
ち
そ
れ
 
だ
。
 
彼
等
 
は
 自
己
 
を
 散
漫
に
 
外
物
に
 
對
 し
て
 
放
射
す
 
る
。
 
而
 し
て
 
彼
等
の
 
個
性
 
は
 

す
 
 

ざんし 

段
々
 
擦
り
 
へ
ら
さ
れ
て
 
行
き
 
乍
ら
、
 
其
の
 
跡
に
 
瑗
 境
と
 
個
性
と
の
 
奇
怪
な
 
化
合
物
 
を
殘
 
滓
と
 
し
て
 
殘
す
。
 
そ
の
 
個
性
 
は
 
已
然
の
 
個
性
 

と
 
將
然
の
 
個
性
と
の
 
連
絡
と
 
な
る
 
事
な
 
く
、
 
雜
 然
と
し
て
 
人
生
の
 
衢
に
 
瓦
礫
の
 
如
く
 
こ
ろ
が
っ
て
 
ゐ
る
。
 

自
己
 
を
對
 
象
と
 
し
て
 
自
己
 
を
 表
現
し
ょ
う
 
と
す
る
 
も
の
 
は
 前
の
 
樣
な
 
生
活
に
 
對
 し
て
 
堪
へ
 
切
れ
な
い
 
不
安
 
を
感
 
す
る
。
 
彼
等
 
は
 純
 

粹
に
 
自
己
 
を
 表
現
し
 
な
け
れ
ば
 
滿
足
 
す
る
 
事
が
 
出
來
 
な
い
。
 
彼
等
と
 
雖
も
 
自
己
 
表
現
の
 
要
求
に
 
驅
ら
れ
 
て
、
 
環
境
と
 
未
熟
な
 
安
 協
 を
 

試
み
る
 
誘
惑
 
を
 蒙
る
 
事
が
 
屡
ぶ
 
あ
る
に
 
し
て
も
、
 
如
何
に
し
て
も
 
其
の
 
境
地
に
 
安
ん
じ
て
 
ゐ
る
事
 
は
出
來
 
な
い
。
 
彼
等
 
は
 自
己
の
 
放
 

散
か
ら
 
愛
の
 
攝
 取
に
 
歸
 
つ
て
 
行
く
。
 
所
謂
 
實
 世
間
な
る
 
も
の
に
 
引
出
さ
れ
た
 
彼
等
 
は
、
 
極
端
な
 
革
命
家
と
 
し
て
 
は
ね
 
飛
ば
さ
れ
 
る
か
、
 

憐
れ
む
べ
き
 
敗
殘
 
者
と
 
し
て
 
踏
み
に
 
じ
ら
れ
 
る
 外
 は
な
い
。
 
か
く
て
 
彼
等
の
 
或
る
 
者
は
實
 
世
間
に
 
唯
一
 
っ
殘
 
さ
れ
た
 
彼
等
の
 
城
壘
な
 

る
藝
 
術
に
 
た
て
こ
も
 
る
の
 
だ
。
 
こ
-
に
 
彼
等
 
は
 始
め
て
 
自
己
の
 
純
粹
な
 
雰
圍
 

•： さ を
 見
出
す
 
事
が
 
出
來
 
る
。
 
而
 し
て
 
彼
等
の
 
自
己
 
は
 形
 

を
 
取
っ
て
 
人
の
 
眼
の
 
前
に
 
現
 は
れ
る
。
 
愛
は
酬
 
い
ら
れ
る
。
 
藝
術
的
 
創
造
 
は
卽
ち
 
成
就
す
 
る
の
 
だ
。
 

〇 



： 事
 を
な
 
さ
す
し
て
 
藝
術
 
的
な
 
人
が
 
あ
る
。
 

な
さ
 
ビ
る
 
な
く
し
て
 
非
藝
術
 
的
な
 
人
が
 
あ
る
。
 

愛
に
 
眼
 ざ
め
 
る
と
 
眼
 ざ
め
 
ざ
る
と
 
が
 
こ
れ
 
を
 定
め
る
 
の
 だ
。
 

藝
術
的
 
衝
動
と
 
は
 勢
力
の
 
過
剩
 
が
さ
せ
る
 
業
 だ
と
い
 
ふ
鎏
術
 
遊
戲
說
 
の
い
 
か
に
 
浮
薄
で
 
あ
る
よ
。
 

のんき 

藝
術
的
 
感
興
 
は
 實
感
を
 
伴
 は
 
な
い
 
の
 を
 特
色
と
 
す
 
ベ
 き
 
だ
 
と
 
い
 
ふ
藝
術
 
享
樂
說
 
の
い
 
か
に
 
暢
 g
 
で
あ
る
よ
。
 

私
 は
 藝
術
的
 
衝
動
と
 
は
 愛
の
 
過
剩
 
が
さ
せ
る
 
業
 だ
と
 
考
 
へ
る
。
 
乂
药
術
 
的
 感
興
 
は
實
 
世
^
の
 
赛
 象
か
ら
 
は
^
 
接
 
に
れ
 
、
し
れ
な
い
 
ほ
 

ど
な
 
純
 粹
な
實
 
感
を
伴
 
ふ
べ
き
 
も
の
 
だ
と
 
考
へ
 
る
。
 

だ
か
ら
 
私
 は
 興
味
の
 
み
か
ら
 
藝
術
を
 
感
受
し
ょ
う
 
と
す
る
 
態
度
に
 
對
 し
て
 
は
 
深
い
 
侮
^
と
 
滅
惡
と
 
を
感
す
 
る
 
も
の
？
，
：
 

"
 

白
く
 
讀
ん
 
だ
」
 
「
興
味
深
く
 
見
た
」
 
I
I
 
さ
う
 
い
ふ
 
言
葉
で
 
挨
拶
さ
れ
 
る
 時
、
 
藝
術
家
 
は： 牛

 然
と
し
て
 
ゐ
る
^
 
は
出
來
 
な
い
^
 

ノ 

こ
ん
な
 
所
で
 
云
 
ふ
べ
き
 
事
で
 
は
な
い
 
か
も
 
知
れ
な
い
 
が
、
 
近
頃
 
私
と
 
所
思
 
を
戰
 
は
し
て
 
ゐ
る
 
或
る
 
論
お
 
は
、
 
「
わ
た
し
 
は
 
『
卜
卞
 

架
上
の
 
基
督
』
 

に
 興
味
 
を
 
も
っ
て
 
兒
る
。
 
併
し
、
 
わ
た
し
 
は
 基
督
 
を
 殺
し
た
 
人
達
の
 
行
爲
 
を
^
 
認
 し
ょ
う
と
 
は
 思
 は
な
い
」
 

と-、 
, 

て
ゐ
 
る
。
 
『
十
字
架
 
上
の
 
基
督
』
 

と
 
は
 誰
の
 
描
い
た
 
『
十
字
架
 
上
の
 
基
督
』
.
 
で
あ
る
の
 
か
、
 
こ
-
に
 
は
 
示
し
て
 
な
い
。
 
然
し
 
そ
の
 
W
 が
 

も
し
 
藝
 術
.
^
 作
品
と
 
し
て
 
許
さ
る
べ
き
 
も
の
で
あ
る
と
 
す
る
な
ら
ば
、
 

而
 し
て
 
そ
の
 
論
者
が
 
あ
る
 
や
う
に
、
 
^
^
を
 
殺
 
L 
た
 入
 辻
の
 

行
爲
を
 
否
認
し
て
 
ゐ
る
 
人
な
ら
 
ば
、
 
そ
の
 
人
 
は
 そ
の
 
靈
 面
か
ら
、
 
技
巧
 
上
の
 
興
味
と
 
と
も
に
 
鋭
い
 
實
感
を
 
感
受
せ
 
ね
ば
な
ら
ぬ
 
X
 だ
 

と
^
は
 
思
 
ふ
の
 
だ
。
 
論
者
 
は
 
こ 

\ 
で
淺
 
薄
な
 
藝
術
 
論
に
 
謬
ら
 
れ
て
ゐ
 
る
か
、
 
生
 來
藝
術
 
を
 
感
受
す
 
る
 能
力
 
を
お
 
し
て
 
ゐ
 な
い
 
の
 か
 だ
 

^
活
 
上
の
 
出
來
 
事
と
 
藝
 術
と
 
を
 
か
く
ま
で
 
遠
く
 
分
離
し
て
 
考
へ
 
得
る
 
ま
で
に
な
 
つ
た
 
藝
術
說
 
の
^
^
 
を
識
か
 
深
く
^
し
 
ま
す
に
 
ゐ
ら
 

藝
術
を
 
生
む
 
胎
 
 

二
 九
 

一一- 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

二
 九
 四
 

れ
 よ
う
。
 

〇 

若
し
 
私
が
 
說
く
 
や
う
に
 
藝
 術
が
 
愛
に
 
よ
っ
て
 
生
ま
れ
る
 
も
の
 
だ
と
 
す
れ
ば
、
 
藝
術
は
 
そ
の
 
窮
極
に
 
於
て
 
ま
す
，
 
-
、
 
人
類
 
的
と
 
な
つ
 

て
 行
か
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
蓮
 命
に
 
あ
る
"
 
擲
土
、
 
人
種
、
 
風
俗
な
 
ど
の
 
桎
梏
か
ら
 
逃
れ
出
で
、
 
人
間
の
 
心
に
 
共
通
な
 
愛
の
 
端
的
な
 
表
現
と
 

な
る
べ
き
 
運
命
に
 
あ
る
。
 

私
 は
こ
 
の
考
 
へ
か
ら
 
傳
統
 
主
義
と
 
い
ふ
 
や
う
な
 
も
の
に
 
藝
術
上
 
多
く
の
 
期
待
と
 
牽
引
と
 
を
感
 
す
る
 
事
が
 
出
来
ぬ
。
 
傳
統
は
 
人
の
 
愛
 

を
 眼
 ざ
ま
す
 
の
に
 
役
立
つ
 
か
も
 
知
れ
な
い
。
 
然
し
 

一 度
 眼
 ざ
め
 
た
 愛
 は
 傳
統
を
 
後
へ
 
に
の
 
こ
し
て
 
先
に
 
急
ぐ
 
だ
ら
 
う
。
 

私
 は
 自
分
が
 
藝
術
 
家
た
 
ら
ん
と
 
す
る
 
一
人
な
る
 
事
 を
 忘
れ
て
、
 
藝
 術
を
餘
 
り
に
 
重
く
 
餘
 り
に
 
尊
く
 
描
き
 
は
し
な
か
っ
た
 
か
。
 
今
の
 

私
 は
か
く
の
 
如
き
 
藝
 術
の
 
捧
誓
者
 
た
る
 
事
 を
 
畏
れ
 
憚
る
。
 

然
し
 
そ
れ
 
は
 私
が
 
至
ら
な
い
 
か
ら
 
畏
れ
 
憚
る
 
の
 だ
"
 
藝
術
 
そ
の
も
の
 
は
 私
の
 
言
葉
よ
り
 
更
に
 
重
く
 
更
に
 
尊
き
 
言
葉
 
を
 も
て
 
語
ら
る
 

べ
き
 
も
の
で
あ
る
。
 

た
ビ
 
今
の
 
私
 は
 
そ
の
 
重
荷
に
 
堪
 
へ
な
い
。
 

さは
 

同
時
に
 
私
 は
 謙
 讓
の
假
 
面
の
 
下
に
 
責
任
 
を
囘
 
避
し
 
は
し
な
い
。
 

私
の
 
藝
術
は
 
鋭
く
 
私
自
身
の
 
言
葉
に
 
よ
っ
て
 
裁
か
る
べ
き
 
も
の
な
 

る
 事
 を
 私
は
覺
 
悟
し
て
 
ゐ
る
。
 

あ
ま
り
に
 
徐
々
 
に
 —
—
 
然
し
 
し
ぶ
と
い
 
意
志
な
 
し
に
で
 
は
な
く
、
 
私
が
 
こ
れ
ま
で
 
準
備
し
て
 
来
た
 
自
己
の
 
生
活
 
を
 顧
み
る
 
時
、
 
赵
 

は
 自
分
の
 
み
が
 
知
る
 

一 種
の
 
强
ぃ
 
感
情
に
 
打
 た
れ
す
 
に
 は
 
ゐ
ら
れ
 
な
い
。
 



は. A 

私
の
 
前
に
 
は
 艱
難
の
 
多
い
 
道
が
 
遠
く
 
繽
 
い
て
 
ゐ
る
事
 
を
 知
る
。
 
自
 
ら
揣
れ
 
す
敢
 
へ
て
 
そ
の
 
路
上
に
 
立
っ
た
 
私
 は
 今
で
は
 
心
か
ら
の
 

禱
 路
を
感
 
す
る
。
 

然
し
 
幼
稚
で
 
粗
野
で
 
は
 あ
る
が
 
私
の
 
愛
が
 
私
 を
 そ
こ
に
 
連
れ
て
行
っ
た
。
 

〇 

私
 は
 更
に
い
 
ふ
、
 
愛
 は
 藝
術
を
 
生
む
 
胎
だ
。
 
而
 し
て
 
愛
の
 
み
が
 
だ
。
 

(一
 

九
 

一 
七 

年
 

十
 

W 
、「
新潮
..
 

所 
叔)
 

藝
術
を
 
生
む
 
眙
 
 

二
 九
^
 



,有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

九
 

六
 

言
 

ひ
^
い
 

事
 

二
つ
 

自
己
の
 

作
物
 

を
 

創
作
す
 

る
に
 

つ
い
て
の
 

感
想
 

を
 

述
べ
ろ
 

と
の
 

勸
め
を
 

受
け
た
 

の
 

だ
け
れ
 

ど
も
、
 

私
の
 

創
作
の
 

態
度
 

は
、
 

い
 

X 
に
し
 

ろ
惡
 

い
に
し
ろ
、
 

私
の
 

作
物
が
 

十
分
に
 

說
 

明
し
て
 

ゐ
 

る
と
 

私
 

は
 

信
じ
て
 

ゐ
 

る
か
ら
、
 

多
少
 

課
題
か
ら
 

そ
れ
て
 

ゐ
る
 

か
も
 

知
れ
な
い
 

が
、
 

こ
 

の
 

機
會
を
 

も
っ
て
 

次
の
 

事
 

を
 

云
 

は
し
て
 

い
た
^
き
 

た
い
と
 

思
 

ふ
。
 

文
壇
の
.
 

S
 

氣
が
 

沈
滞
し
て
 

ゐ
 

る
と
 

は
、
 

私
の
 

耳
が
 

絡
え
 

す
 

聞
か
さ
れ
る
 

噂
で
 

あ
る
。
 

さ
う
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

さ
う
 

だ
と
す
 

る
な
ら
 

文
 

藝
の
價
 

値
 

評
 

量
に
 

關
係
 

す
る
 

人
 

は
ど
う
 

す
れ
ば
 

い
 

\ 
と
 

い
ふ
の
 

か
。
 

文
檀
 

不
振
の
 

聲
を
擧
 

げ
る
人
 

は
 

多
い
。
 

然
し
 

そ
れ
 

を
 

救
 

ふ
べ
 

き
 

具
體
的
 

方
策
 

を
 

提
供
す
 

る
 

人
 

を
 

見
た
 

事
が
な
い
。
 

少
く
 

と
も
 

私
の
 

寡
聞
 

は
こ
れ
 

を
 

聞
か
な
い
。
 

私
は
氣
 

付
い
た
 

ま
 

X 
に
 

二
つ
の
 

方
策
 

を
 

提
供
し
て
 

見
た
い
。
 

そ
の
 

一 
つ
 

は
 

作
物
の
 

眞
價
を
 

評
定
す
べ
き
 

批
評
家
の
 

態
度
に
 

つ
い
て
 

ビ 
あ
る
。
 

文
壇
に
 

は
 

今
で
も
 

流
派
に
 

對
 

す
る
 

批
評
が
 

重
き
 

を
 

占
め
て
 

ゐ
る
。
 

彼
 

は
 

或
る
 

作
家
の
 

ー
圑
を
 

或
る
 

流
派
の
 

中
に
 

押
し
込
め
て
 

批
評
の
 

對
象
 

と
し
ょ
う
 

と
す
る
。
 

そ
れ
 

は
文
藝
 

史
的
に
 

考
へ
 

る
と
 

興
味
の
 

な
い
 

事
で
 

は
な
い
。
 

然
し
 

作
物
の
 

眞
價
を
 

決
定
し
、
 

當
 

面
の
 

文
運
 

を
强
 

張
さ
せ
る
 

爲
 

め
に
 

は
 

非
常
に
 

拙
劣
な
 

方
法
 

で
あ
る
と
 
い
は
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

あ- 3 

文
 

藝
史
は
 

要
す
る
に
 

過
去
の
 

整
理
で
 

あ
る
。
 

當
面
 

及
び
 

將
來
の
 

進
展
に
 

は
與
 

か
る
 

事
が
 

甚
だ
 

薄
い
。
 

云
 

ふ
ま
で
 

も
な
 

く
、
 

近
代
に
 

於
け
 

る
藝
 

術
の
 

耍
求
 

す
る
 

一 
特
質
 

は
、
 

個
性
の
 

明
確
 

獨
自
 

な
る
 

開
展
 

で
あ
る
。
 

各
自
が
 

各
自
 

自
 

身
 

流
派
た
 

ら
ん
と
 

す
る
 

傾
向
で
 

あ
る
"
 

例
へ
ば
 

後
期
印
象
派
 

と
い
っ
て
 

概
括
さ
れ
 

る
 

人
々
 

を
 

取
っ
て
 

考
 

へ
て
 

見
て
も
、
 

セ
 

ザ
ン
ヌ
 

と
ゴ
ッ
 

ホ
 

と
ゴ
ォ
 

ガ
ン
と
 

は
、
 

後
期
 

印
象
 



派
と
 

い
ふ
 

因
子
 

を
 

以
て
 

括
り
 

出
さ
れ
た
 

も
の
に
 

比
し
て
 

は
、
 

比
べ
 

も
の
に
 

な
ら
な
 

い
^
 

强
ぃ
 

深
い
 

侗
性
を
 

以
て
 

裘
づ
 

け
ら
れ
て
 

ゐ
 

る
。
 

こ
の
 

顯
 

著
な
 

倾
向
は
 

繪
畫
に
 

於
て
の
 

み
 

然
る
の
で
 

は
な
い
。
 

然
る
に
 

批
評
家
 

は
往
々
 

に
し
て
 

こ
の
 

平
明
な
 

M
 

時
に
.
 

V
 

卞
た
 

お
^
 

を
 

無
視
し
ょ
う
 

と
し
て
 

ゐ
る
。
 

か
く
て
 

彼
等
 

は
 

或
る
 

流
派
に
 

當
て
 

は
め
て
 

考
 

へ
る
 

亊
の
 

出
来
な
い
 

程
の
 

獨
自
性
 

を
 

持
っ
た
 

作
物
 

を
 

あ
 

つ
か
 

ひ
 

あ
ぐ
ね
て
 

ゐ
る
。
 

一 
家
卽
 

流
派
、
 

私
 

は
こ
の
 

態
度
 

を
 

批
評
家
に
 

要
求
し
た
い
。
 

こ
の
 

視
角
の
 

變
更
 

は
、
 

今
の
 

文
^
に
 

も
ぶ
 

外
 

重
視
す
べ
き
 
作
物
の
 
あ
る
 
事
 を
 
認
め
さ
せ
 
る
と
 
私
 は
 思
 
ふ
。
 

そ
の
 

二
つ
 

は
 

作
物
 

發
表
 

機
關
の
 

態
度
で
 

あ
る
。
 

平
た
く
 

い
へ
ば
 

文
 

藝
雜
誌
 

社
と
 

そ
の
 

編
 

1
：
 

者
の
 

態
度
で
 

あ
る
。
 

彼
^
 

は
：
 

ほ
に
 

名
 

を
 

やぶ
 

さ 
成
し
た
 

も
の
 

を
歡
迎
 

す
る
 

の
に
 

決
し
て
 

吝
か
 

で
な
い
。
 

或
は
 

吝
 

か
で
 

な
さ
 

過
ぎ
る
。
 

然
し
な
が
ら
 

未
知
の
 

作
^
に
 

對
 

し
て
の
 

冷
酷
 

さ
 

は
 

言
語
 

に
 

絶
 

す
る
と
い
 

つ
て
 

差
 

支
な
い
。
 

勿
論
 

或
 

る
 

文
 

藝
雜
誌
 

に
 

は
 

同
人
の
 

私
有
と
 

稱
 

す
べ
き
 

も
の
が
 

あ
る
。
 

例
へ
 

ば
^
の
 

關
 

係
し
 

て
ゐ
る
 

「
白
樺
」
 

の
 

如
き
 

は
 

そ
れ
で
あ
っ
て
、
 

そ
れ
 

は
 

一
般
の
 

文
藝
雜
 

誌
と
 

は
お
の
 

づ
 

か
ら
^
:
^
 

の
な
 

味
 

を
 

異
に
し
て
 

ゐ
る
-
 

、-. 

私
の
 

云
 

は
ん
と
す
 

る
の
 

は
 

作
者
の
 

選
擇
に
 

自
由
 

を
 

有
す
る
 

雜
 

誌
の
 

事
で
 

あ
る
。
 

さ
う
 

い
ふ
 

雜
 

誌
が
 

未
知
の
 

作
^
に
 

對
 

し
て
 

は
 

ぐ
る
 

態
度
 

は
實
に
 

ひ
ど
い
。
 

私
の
 

所
 

を
 

訪
れ
た
 

或
る
 

雜
 

誌
の
 

編
輯
 

者
 

は
、
 

未
知
の
 

作
者
 

を
 

自
分
の
 

雜
 

誌
に
 

紹
介
す
 

る
^
 

志
 

を
：
！
 

ら
し
て
、
 

い
-
作
物
 

を
 

紹
介
す
 

る
爲
 

め
に
 

は
 

首
に
 

な
っ
て
も
 

仕
方
が
な
 

い
と
 

云
っ
て
 

ゐ
た
。
 

パ
ン
 

を
 

失
 

ふ
^
ま
で
 

豫
 

め
^
^
し
た
 

け
れ
ば
、
 

ぶ
 

知
の
 

作
家
 

を
 

紹
介
 

出
来
な
い
 

と
い
 

ふ
 

事
 

は
 

何
ん
 

と
い
 

ふ
 

悲
し
い
 

事
 

だ
ら
 

う
。
 

雜
 

誌
の
 

經
營
は
 

慈
善
事
業
で
 

な
く
、
 

他
の
^
お
 

M
«
 

に
 

營
利
 

事
業
で
 

あ
る
 

位
の
 

事
 

は
 

私
 

も
 

心
得
て
 

ゐ
る
。
 

營
利
 

事
業
な
ら
 

營
利
 

事
業
で
 

宜
し
い
。
 

何
 

故
 

彼
等
 

は
 

事
業
 

を
す
 

る
に
 

は
必
す
 

忭
ふ
 

所
の
 

冒
險
 

を
し
ょ
う
 

と
 

は
し
な
い
 

の
 

だ
ら
 

う
。
 

私
の
 

狹
ぃ
觀
 

察
に
 

よ
れ
ば
、
 

兎
に
角
 

文
壇
に
 

名
 

を
 

成
し
た
 

人
々
 

は
、
 

：！
： 

や
か
の
.
 

は
 

味
 

に
 

於
て
 

自
分
の
 

私
有
に
 

屬
 

す
る
 

作
物
 

發
 

表
機
關
 

に
よ
っ
て
、
 

自
己
 

を
 

表
 

は
す
 

事
に
 

よ
っ
て
、
 

始
め
て
 

一
般
の
 

雜
；
 

Hi
 

經
^
：
 

^
を
 

^
心
せ
 

し
め
た
の
 

だ
。
 

或
る
 

未
知
の
 

作
家
に
、
 

若
し
 

作
物
 

發
表
 

機
關
を
 

私
有
す
 

る
餘
裕
 

が
な
 

く
，
 

或
る
 

阁
體
に
 

加
入
す
べ
き
^
 

し
く
 

は
 

言
 

ひ
た
い
 

事
 
二
つ
 
 

二
 

九
 

七
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

二
 

九
 

八 

融
和
 
性
が
な
け
れ
ば
 
そ
の
 
作
家
 
は
 殆
ん
ど
 
世
の
中
か
ら
 
顧
み
ら
れ
な
 
い
で
し
 
ま
ふ
の
 

. 
。 

私
 

は
雜
誌
 

社
と
 

そ
の
 

編
輯
 

者
が
 

も
っ
と
 

大
量
で
 

あ
り
、
 

も
っ
と
 

本
當
の
 

意
味
で
 

自
分
の
 

商
賣
に
 

熱
心
で
あ
っ
て
 

ほ
し
い
。
 

さ
う
 

し
 

た
な
ら
 

ば
、
 

必
す
埋
 

れ
た
寳
 

を
 

拾
 

ふ
 

事
が
 

出
来
る
。
 

そ
れ
 

は
 

文
運
の
 

貢
獻
 

に
な
る
 

ば
か
り
 

ひ
な
く
 

彼
等
 

自
身
の
 

利
益
で
 

あ
る
べ
き
 

害
 

だ
。
 

私
の
 

や
う
な
 

文
壇
 

一
 

般
の
 

事
情
に
 

就
い
て
 

未
經
 

験
な
 

も
の
が
 

こ
ん
な
 

事
 

を
い
 

ふ
の
 

は
 

僭
越
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
 

貴
誌
の
 

與
 

へ
て
 

下
さ
っ
た
 

機
會
は
 

私
に
 

こ
の
 

二
 

事
 

を
 

云
 

は
さ
す
 

に
 

は
お
か
な
い
。
 

(一
 

九
 

一 
七
 

年
 

十
 

一 
月
、
 

「
中
外
」
 

所
載
)
 



氣
 
分
で
 
生
き
て
 
行
く
 
人
 

志
 賀
君
は
 
生
 馬
さ
ん
 
の
 友
達
で
あ
っ
た
 
か
ら
、
 
小
さ
い
 
時
分
 
は
よ
 
く
 
家
に
 
來
た
。
 
け
れ
ど
も
 
私
が
 
志
贺
^
 
を
 知
っ
た
 
の
 は
、
 
价
度
 

私
が
 
一
年
 
志
願
兵
に
 
な
っ
て
 
麻
布
の
 
三
 聯
隊
に
 
居
た
 
時
分
で
あ
っ
た
。
 
志
賀
 
君
の
 
家
が
 
直
ぐ
 
近
所
に
 
あ
つ
た
の
で
、
 
よ
く
^
 

リ：： を
 使
 

は
せ
 
て
 貰
 
ひ
に
 
行
っ
た
。
 
そ
の
 
時
が
 
寧
ろ
 
初
め
で
 
あ
つ
た
と
 
思
 
ふ
。
 
そ
れ
 
は
 明
治
 
三
十
 
五
 年
で
あ
っ
た
。
 

，： お
：
^
;
 
は
 
そ
の
 
^
m
,
 
見
さ
 

ん
 と
仲
宜
 
く
し
て
 
居
た
。
 
私
達
 
は
 
多
少
 
志
賀
 
君
の
 
一
身
上
に
 
立
ち
入
っ
て
 
話
し
た
 
譯
 で
も
あ
っ
た
。
 
何
で
も
ぶ
 
加
 只
^
の
 
そ
の
^
 
は
、
 

宗
教
か
ら
 
離
れ
て
、
 

ス
ッ
 
ウ
ル
ム
.
 
ゥ
ン
ト
 
，
ド
ラ
ン
グ
の
 
時
代
で
 
あ
つ
た
と
 
思
 
ふ
。
 
公
に
 
し
て
 
ゐ
る
 
作
物
 
は
ま
 
だ
 
一
つ
 
も
な
か
っ
た
 

と
 
記
憶
す
 
る
。
 
私
 は
志
賀
 
君
の
 
家
に
 
來
て
ゐ
 
た
 
「
サ
 
ー 
ザ
ン
」
 
と
い
 
ふ
 外
國
の
 
芝
居
の
 
雜
誌
 
を
よ
 
く
 
兵
營
に
 
持
っ
て
^
っ
て
 
は
樂
し
 

ん
で
ゐ
 
た
も
の
で
 
あ
っ
た
。
 

志
賀
 
君
は
氣
 
分
の
 
人
、
 
何
處
 
ま
で
 
も
氣
 
分
で
 
生
き
て
 
行
く
 
人
の
 
や
う
に
 
兌
え
 
る
。
 
そ
れ
で
 
ど
ん
，
 
（
-
1
:
 
し
 
通
し
て
 
行
く
 
と
こ
ろ
が
 

あ
る
 
。
「
所
謂
 
橫
に
車
 
を
 押
す
」
 
と
い
 
ふ
や
う
な
 
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
、
 
し
か
し
^
 
分
が
 
純
粹
 
で
、
 
徹
^
的
 
だ
か
ら
に
：
 
心
贺
パ
 
の
 所
謂
 
「
横
 

に
 車
 を
 押
す
」
 

，
な
る
 
も
の
 
も
 
後
か
ら
 
振
り
返
っ
て
 
見
る
 
と
、
 
现
智
 
的
の
 
判
斷
 
か
ら
 
離
れ
て
 
は
 居
な
か
っ
た
 
や
う
に
 
思
 は
れ
る
。
 
そ
し
 

て
、
 

一 つ
 
こ
と
に
 
執
着
す
 
る
と
、
 
そ
れ
 
を
何
處
 
ま
で
 
も
 
自
分
で
 
嚙
 
み
し
め
 
て
 行
く
。
 
此
の
 
事
 は
志
贺
 
お
の
 
容
貌
に
 
も
现
 
は
れ
て
；
^
 
る
 

と
 
思
 
ふ
。
 
君
の
 
容
貌
 
は
 特
色
の
 
あ
る
 
容
貌
で
 
あ
る
。
 
額
か
ら
 
眉
に
 
か
け
て
 
满
 
へ
ら
れ
た
：
 

gi の
^
^
な
 
g
 分
 
や
、
 
^
し
い
^
の
 
輪
郭
 

の
 も
っ
て
 
ゐ
る
 
威
厳
と
 
で
も
い
 
ふ
や
う
な
 
鼻
の
 
線
な
 
ど
が
 
そ
れ
で
 
あ
る
。
 
そ
れ
 
を
 作
品
と
 
比
べ
て
^
 
る
と
、
 
志
 贺
^
 
の
特
&
 
あ
ろ
 
忭
 

格
 は
、
 
非
常
に
よ
 
く
、
 
し
っ
く
り
 
袅
 ま
曰
 さ
れ
て
 
ゐ
る
。
 
僕
の
 
や
う
に
 
君
の
 
性
格
 
を
 知
っ
て
 
ゐ
る
 
お
に
 
は
、
 
^
^
が
^
り
 

く
な
い
 

と
い
 
ふ
 作
品
で
 
も
、
 
非
常
に
 
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
 
場
合
が
 
あ
り
ま
す
。
 
「
鹄
沼
 
行
」
 
な
ど
 
は
 世
評
 
は
 左
 迄
で
 
も
な
か
っ
た
 
け
ム
 
い
/
.
、
 
 ̂
 

氣
 
分
で
 
生
き
て
 
行
く
 
人
 
 

二
 九
九
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ち 
ざ 

や 

ん
で
 

見
て
 

君
の
 

性
格
の
 

特
色
が
 

鮮
 

か
に
 

出
て
 

ゐ
 

る
と
 

思
 

ふ
。
 

志
賀
 

君
の
 

背
は
瘦
 

形
で
 

高
く
、
 

大
き
く
て
、
 

筋
肉
質
の
 

手
 

は
 

非
常
に
 

細
 

長
い
。
 

そ
し
て
た
 

る
ん
だ
 

皺
、
 

少
し
 

毛
の
 

む
し
ゃ
-
 

(\
 

と
 

生
え
た
 

そ
の
 

手
 

は
、
 

極
め
て
 

神
經
 

質
な
 

事
 

を
 

思
 

は
せ
 

る
。
 

志
賀
 

君
の
 

潔
癖
で
 

は
 

面
白
い
 

話
が
 

あ
る
。
 

君
が
 

旅
行
 

を
す
 

る
 

時
、
 

^
や
 

虱
が
 

怖
く
て
 

な
ら
な
い
 

の
で
、
 

屹
度
 

袋
 

を
^
っ
て
 

行
く
 

の
 

だ
さ
う
 

だ
。
 

そ
れ
に
 

體
を
 

突
っ
込
ん
で
、
 

頭
の
と
 

こ
ろ
で
 

締
め
る
 

や
う
に
 

な
っ
て
 

ゐ
る
。
 

け
れ
ど
も
 

そ
れ
だ
け
で
 

は
ま
 

だ
，
/
 

全
 

だ
と
い
 

ふ
の
で
、
 

遂
に
 

は
 

鯉
幟
の
 

や
う
に
 

口 
を
 

こ
し
ら
 

へ
て
、
 

そ
れ
に
す
 

っ
ぽ
り
 

潜
る
 

と
、
 

天
 

井
へ
 

綱
 

を
つ
 

け
て
 

そ
れ
 

を
 

引
 

張
り
、
 

鲤
の
瀧
 

上
り
の
 

や
う
な
 

具
合
に
 

や
る
 

の
 

だ
と
い
 

ふ
こ
と
 

で
す
。
 

そ
れ
か
ら
，
：
 

芯
贺
 

君
が
 

創
作
 

を
考
 

へ
て
 

る
 

時
に
は
、
 

廊
下
 

を
 

歩
き
 

UL
 

ら
 

考
へ
 

る
の
 

だ
さ
う
 

だ
が
、
 

何
分
 

體
が
 

大
き
い
 

も
の
 

だ
か
ら
、
 

夜
中
な
 

ど
 

家
中
の
 

廊
下
 

を
み
 

し
 

（
.
 

歩
き
 

廻
る
 

の
で
、
 

家
の
 

者
が
 

寢
っ
 

力
れ
 

な
い
で
、
 

困
る
 

や
う
な
 

こ
と
 

も
 

あ
る
 

さ
う
 

で
す
。
 

(1
 

九
 

1 
七
 

年
 

十
 

一 
月
、
 

「
新
潮
」
 

所
載
)
 



作
者
 
は
 自
己
の
 
作
品
 
を
 自
己
が
 
解
釋
し
 
布
衍
す
べ
き
 
も
の
で
 
は
な
い
。
 
何
處
 
ま
で
 
も
讀
 
者
の
 
受
 感
と
现
 
解
と
 
に
 依
^
し
、
 
そ
の
 
心
 

持
の
 
廣
さ
を
 
限
る
 
や
う
な
 
事
が
 
あ
っ
て
 
は
な
ら
ぬ
。
 
何
故
と
 
云
へ
ば
 
I
I
 
作
品
 
は
 作
者
が
 
滿
 足
し
た
 
も
の
で
 
あ
れ
ば
 
あ
る
^
 
—
 
作
 

者
 自
身
よ
り
 
大
き
な
 
も
の
で
あ
る
と
 
思
 
ふ
か
ら
で
 
す
。
 
例
へ
ば
 
作
者
 
は
 
母
で
 
作
"
 i
 は
 
そ
の
 
嬰
兒
 
で
す
。
 
^
ま
れ
た
 
子
が
 
^
仝
？
 
あ
り
 

が
 優
，
 e た

も
の
で
 
あ
れ
ば
 
あ
る
 
程
、
 
母
は
默
 
し
て
 
そ
の
 
生
長
 
を
 
大
切
に
 
愛
護
す
 
る
 外
 は
な
い
。
 
そ
の
子
が
 
如
何
な
る
 
も
の
に
 
A
 

ま
 
叱
 育
っ
て
 
行
く
 
か
 は
 
母
 自
身
の
 
豫
想
だ
 
も
し
 
得
な
い
 
所
 だ
か
ら
で
す
。
 
縱
し
 
生
ま
れ
た
 
時
、
 
そ
の
子
が
 
不
他
仝
 
で
あ
り
.
 
さ
し
て
 

優
，
 I 
た
も
の
で
 
な
い
や
う
 
に
 見
え
て
も
 
誰
が
 
そ
の
子
の
 
本
當
 
の
未
來
 
を
た
 
し
か
に
 
い
ひ
 
常
て
 
る
 事
が
 
出
來
 
ま
せ
う
。
 
作
^
と
 
作
"
 1
 と
 

の
關
^
 
も
 同
じ
 
だ
と
い
 
へ
ま
す
。
 
作
者
 
は
 作
品
 
を
 
創
り
 
ま
す
。
 
然
し
 
作
品
が
 
作
^
の
^
 
を
 離
れ
る
 
と
 
同
時
に
、
 
作
品
 
は
 作
^
:
 
か
に
 
獨
 

立
し
た
 
存
在
と
 
し
て
 
作
者
の
 
前
に
 
立
ち
ま
す
。
 
而
 し
て
 
作
者
 
は
旣
に
 
そ
の
 
作
品
 
を
 謬
り
 
な
く
 
解
釋
し
 
布
衍
す
 
る
 權
能
を
 
失
っ
て
 
ゐ
ま
 

す
。
 
そ
こ
に
 
作
者
の
 
良
心
が
 
あ
り
、
 
作
品
の
 
欉
威
 
が
あ
り
ま
す
 
。
だ
か
ら
 
私
 は
こ
れ
 
ま
で
.
 n
 分
の
 
作
品
が
 
如
 ：！： な

る
お
 
味
 を
^
し
，
 

如
何
な
る
 
目
的
 
を
 有
す
る
 
か
 を
 
明
確
に
 
公
一
 百
し
た
 
事
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

然
し
、
 
如
何
な
る
 
要
求
に
 
よ
り
、
 
如
何
な
る
 
態
度
で
、
 
作
品
 
を
 生
む
 
か
と
い
 
ふ
 問
題
 
は
、
 答
 
へ
ら
る
べ
き
^
 
题
 
で
あ
る
と
 
忍
 
ひ
ま
す
"
 

私
 は
 第
一
 
淋
し
い
 
か
ら
 
創
作
 
を
し
 
ま
す
。
 
私
の
 
周
 圍
に
は
 
習
慣
と
、
 
傳
說
 
と
、
 
時
 問
と
、
 
^
問
と
 
が
 卜
 
ポ
：
 
卜
^
に
：
^
 

い
て
 

ゐ
て
、
 
或
る
時
 
は
 窒
息
す
 
る
か
と
 
思
 
ふ
 ほ
ど
で
す
。
 

そ
の
 
厳
め
し
い
 
高
い
 
樯
の
^
 
か
ら
 
時
々
 
魂
 を
と
 
ろ
か
す
 
や
う
な
^
 
活
ゃ
，
 =
 然
ゃ
 

が
ふ
と
 
見
え
た
り
 
隠
れ
た
り
 
し
ま
す
。
 
そ
れ
 
を
 見
得
た
 
時
の
 
驚
喜
、
 
而
 し
て
 
そ
れ
 
を
兑
 
失
っ
た
 
時
の
 
寂
し
 
さ
。
 
而
 し
て
 
兌
 失
っ
た
 
も
 

^
つ
の
 
事
 
 

--0 
1 
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の
が
 

又
と
 

は
 

自
分
に
 

現
 

は
れ
な
い
 

な
と
 

は
っ
き
り
 

意
識
す
 

る
 

時
の
 

淋
し
 

さ
。
 

そ
の
 

時
 

見
失
 

は
れ
た
 

も
の
 

を
 

私
に
 

し
っ
か
り
 

囘
賓
 

し
て
 

く
れ
る
 

も
の
 

は
、
 

し
っ
か
り
と
 

純
粹
 

に
囘
復
 

し
て
 

く
れ
る
 

も
の
 

は
、
 

藝
衛
の
 

外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
 

私
 

は
 

小
さ
い
 

時
か
ら
 

j
l
^
f
^
 

こ 

の
 

境
地
に
 

住
ん
で
 

ゐ
 

ま
し
た
。
 

そ
れ
が
 

文
學
 

と
い
 

ふ
 

形
 

を
と
 

つ
た
の
で
 

す
。
 

私
 

は
ま
た
、
 

愛
す
る
 

が
 

故
に
 

創
作
 

を
し
 

ま
す
。
 

こ
れ
 

は
 

或
は
 

高
馒
な
 

言
葉
の
 

や
う
に
 

も
 

聞
こ
え
 

ま
せ
う
。
 

し
か
し
 

人
 

と
し
て
 

愛
 

し
な
い
 

も
の
 

は
 

一 
人
 

も
な
い
。
 

愛
に
 

よ
っ
て
 

自
己
の
 

中
に
 

取
り
入
れ
.
 

た
、
 

若
干
 

か
の
 

生
活
 

を
 

有
っ
て
 

ゐ
な
 

い
も
の
 

は
 

一 
人
 

も
な
い
。
 

そ
の
 

生
活
 

は
 

常
に
 

一
箇
の
 

人
の
 

胸
か
ら
、
 

出
来
る
だ
け
 

多
く
の
 

人
の
 

胸
に
 

擴
 

が
ら
う
 

と
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

癀
充
 

性
に
 

打
ち
 

負
 

か
さ
れ
る
 

の
で
す
。
 

愛
し
た
 

も
の
 

は
 

孕
ま
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

孕
ん
だ
 

も
の
 

は
 

生
ま
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

o 
或
る
時
 

は
 

生
兒
を
 

o 

或
る
時
 

は
死
兒
 

を
。
 

或
る
時
 

は
雙
兒
 

を
。
 

或
る
時
 

は
月
滿
 

た
ざ
る
 

兒
を
。
 

而
 

し
て
 

或
る
時
 

は
母
體
 

そ
の
 

も
 

C-
 

、
-
死
 

を
。
 

私
 

は
 

又
 

愛
し
た
い
 

が
 

故
に
 

創
作
 

を
し
 

ま
す
。
 

私
の
 

愛
 

は
墻
の
 

彼
方
に
 

隱
見
 

す
る
 

生
活
 

や
 

自
然
 

や
 

を
 

如
 

實
に
摑
 

み
た
い
 

衝
；
 

p
 

て，
 

驅
ら
 

れ
 

ま
す
。
 

だ
か
ら
 

私
 

は
 

私
の
 

旗
 

を
 

出
来
る
だ
け
 

高
く
 

掲
げ
ま
す
。
 

私
の
 

ハ
 

ン
ケ
チ
 

を
 

出
来
る
だ
け
 

强
く
 

振
り
ま
す
。
 

こ
の
 

合
言
葉
が
 

應
ぜ
 

ら
れ
る
 

機
會
は
 

勿
論
 

澤
山
 

は
な
い
。
 

殊
に
 

私
の
 

や
う
な
 

孤
獨
な
 

性
格
に
 

は
澤
山
 

は
な
い
。
 

然
し
 

二
度
で
 

も
 

一
度
で
 

も
、
 

私
の
 

合
 

_ 

言
葉
が
 

誤
り
の
 

な
い
 

合
言
葉
で
 

應
 

ぜ
ら
れ
 

る
の
 

を
 

見
出
す
 

事
が
 

出
来
た
ら
、
 

私
の
 

生
活
 

は
 

幸
福
の
 

結
 

頂
に
 

達
し
ま
す
。
 

そ
の
 

喜
び
に
 

め
ぐ
り
 

遇
 

ひ
た
い
が
 

爲
 

め
に
。
 

私
 

は
ま
た
 

私
自
身
の
 

生
活
 

を
粳
 

た
ん
が
 

爲
 

め
に
 

創
作
 

を
し
 

ま
す
。
 

何
ん
 

と
い
 

ふ
ぐ
う
た
ら
 

た
-
向
上
 

性
の
 

缺
 

け
た
 

私
の
 

生
活
 

だ
ら
 

う
。
 

私
 

は
 

そ
れ
 

を
 

厭
 

ふ
。
 

私
に
 

は
 

脫
ぎ
捨
 

つ
べ
き
 

殼
 

が
い
く
つ
 

も
 

あ
る
。
 

私
の
 

作
品
 

は
 

鞭
と
 

な
っ
て
 

そ
の
^
 

殼
を
 

き
び
し
く
 

ひ
つ
 

ば
た
い
 

て
 

く
れ
る
 

の
 

だ
。
 

ど
う
か
 

私
の
 

生
活
が
 

作
品
に
 

よ
っ
て
 

改
造
さ
れ
 

る
 

や
う
に
：
 

(一
 

九
 

一 
七
 

年
 

十
二
月
、
 

「
新
潮
」
 

所
载
)
 



岩
 
野
 
泡
 
鳴
 
氏
に
 

創
作
に
 
亡
 殺
さ
れ
た
 
結
果
、
 
去
る
 
十
 
一
月
 
二
十
 

一
 日
に
 
本
紙
で
 
發
 表
さ
れ
た
 
あ
な
た
の
 
御
意
 
見
に
 
お
 答
へ
 
す
る
 
の
が
お
 
く
れ
 
ま
し
 

た
。
 
許
し
て
 
下
さ
い
。
 
こ
れ
か
ら
お
 
答
へ
 
し
ま
す
。
 

あ
な
た
の
 
御
意
 
見
 を
 伺
っ
て
 
私
が
 
第
 
一
番
に
 
不
滿
に
 
思
 
ふ
 事
 は
、
 
あ
な
た
の
 
鑑
賞
 
力
が
 
粗
笨
な
 
事
で
す
。
 
お
 術
に
 
觸
れ
 
て
^
ろ
 
r
 

は
：
^
 と
く
に
 
毛
ば
 
だ
っ
た
 
皮
の
 
厚
い
 
手
で
 
は
 
駄
目
 
だ
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

そ
ん
な
 
乎
で
 
觸
 
ら
れ
る
 
前
に
^
 
術
お
 
は
 
壊
れ
て
 
し
ま
 
ひ
ま
 

す
。
 
旨
の
 
先
に
 
艮
 
Q
 着
い
て
 
あ
る
 
程
 

delicate 
な
 手
が
 
觸
 
つ
て
 
く
れ
る
 
の
で
 
藝
術
品
 
は
 始
め
て
 
そ
の
 
生
命
 
を
 
人
 
に
^
へ
 
得
る
 
の
 だ
と
 

田 5 ひ
ま
す
。
 
餘
程
 
以
前
の
 
事
で
す
、
 
私
 は
た
し
 
か
 
「
太
陽
」
 
誌
上
で
 
あ
な
た
が
 
ホ
ヰ
ッ
 
ト
マ
 

ン
 
の
 
『
リ
ン
カ
 

T 
ン
を
 
^
ふ
 
歌
』
 
を
"
 V
 
 3
 

9  9  9  9 

れ
ヒ
 
の
を
讀
 
I
 
だ
 記
憶
が
 
あ
り
ま
す
。
 

そ
の
 
第
一
 
行
 目
に
あ
る
 
ラ
イ
ラ
ッ
ク
と
 
い
ふ
 
字
 を
 
あ
な
た
 
は
^
^
の
"
 
化
と
 
譯
 し
て
り
-
に
 

- 

し
た
。
 
あ
な
た
 
は
 主
義
の
 
上
か
ら
 
そ
ん
な
 
勝
手
な
 
事
 を
飜
譯
 
者
に
 
與
 
へ
ら
れ
た
 
自
.
 s
 だ
と
 
思
 は
れ
た
 
の
か
 
知
り
ま
せ
ん
 
が
、
 
私
 は
 
あ
 

な
た
 
の
祌
 
|
H
 の
 粗
笨
な
 
事
 
を
 
不
愉
快
に
 
思
 は
す
に
 
ゐ
ら
れ
 
ま
せ
ん
で
 
し
た
。
 
今
度
の
 
論
文
 
中
に
 
も
 
あ
な
た
 
は
 私
の
 
创
 作
の
 

•
 
 一 
 ノ丫
|
 

に
 批
評
し
て
 
居
ら
れ
 
ま
す
が
、
 
『
凱
旋
』
 
を
 評
し
て
 
「
老
將
 
軍
、
 
書
記
、
 
若
し
く
は
 
御
者
 
を
 
中
心
に
 
し
て
 
各
々
 
训
な
 
小
^
に
 
W
 
い
て
 

い
 
k 
も
の
 
を
 如
何
に
も
 
不
用
意
に
 
お
 粗
末
な
 
戯
曲
 
化
 を
し
て
 
し
ま
っ
た
 
…
…
 
」
 
と
 書
い
て
 
居
ら
れ
ま
す
。
 
作
お
 
と
し
て
 

解
が
 
ま
し
 

い
 事
 を
い
 
ふ
の
 
は
大
嫌
 
ひ
だ
が
、
 

あ
の
 
作
 は
 題
目
が
 
示
す
 
や
う
に
 
明
か
に
 
一
匹
の
 
老
 馬
が
 
主
題
に
 
な
っ
て
 
ゐ
る
 
位
の
 
卞
は
、
 
少
し
 
人
 

間
 的
の
 
同
情
の
 
あ
る
 
敏
感
な
 
讀
 者
な
ら
 
ば
す
 
ぐ
 
分
る
 
害
で
す
。
 
あ
な
た
の
 
鑑
賞
 
力
が
 
粗
笨
な
 
ば
か
り
に
、
 
折
角
の
お
 
"
^
も
 

^
を
 

^
れ
た
 
無
益
な
 
言
葉
の
 
羅
列
に
 
な
っ
て
 
し
ま
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
他
人
の
 
領
分
に
 
切
り
込
む
 
前
に
 
は
、
 
も
 
少
し
 
切
赏
 
な
^
お
と
 

お
お
に
 

锄
く
神
 
經
と
を
 
用
意
し
て
 
お
い
て
い
た
 

ビ 
き
た
い
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

岩
 
野
 
泡
 
鳴
 
氏
に
 
 

一一 一 0
 
一一 一 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一一
 

一 〇
 

四
 

本
論
に
 

移
っ
て
 

い
ふ
と
、
 

あ
な
た
の
 

私
に
 

對
 

す
る
 

攻
擊
點
 

は
 

三
つ
に
 

別
れ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

第
一
、
 

私
 

は
 

「
藝
術
 

を
 

生
む
 

胎
」
 

が
 

愛
の
 

み
だ
と
 

主
張
し
 

乍
ら
、
 

眞
と
 

い
ふ
 

も
の
 

を
 

立
し
て
 

二
元
的
な
 

考
へ
 

方
に
 

墮
 

し
て
 

ゐ
る
 

事
。
 

第
二
、
 

藝
術
專
 

門
 

家
た
 

る
 

人
間
が
 

他
の
 

す
 

ベ
て
の
 

人
間
よ
り
も
 

高
尙
 

だ
と
 

思
 

ふ
 

僻
見
に
 

陷
 

つ
て
 

ゐ
る
 

事
。
 

第
三
、
 

「
藝
 

術
 

は
 

そ
の
 

窮
極
に
 

於
て
 

益
よ
 

人
類
 

的
と
 

な
っ
て
 

行
か
ね
ば
 

な
ら
ぬ
」
 

と
 

私
の
 

い
っ
た
の
 

は
 

「
風
土
、
 

人
種
、
 

風
俗
な
 

ど
の
 

桎
梏
か
ら
 

逃
れ
出
る
」
 

事
で
、
 

人
類
 

若
し
く
は
 

人
間
の
 

端
的
 

現
實
の
 

立
脚
地
 

を
 

知
ら
な
い
 

無
自
覺
 

か
ら
 

起
っ
て
 

ゐ
 

る
と
 

い
ふ
 

事
。
 

第
一
、
 

あ
な
た
 

は
 

r
 

眞
理
は
 

人
生
の
 

他
の
 

あ
ら
ゆ
る
 

方
面
と
 

同
様
、
 

動
的
、
 

過
程
 

的
、
 

刹
那
的
で
 

あ
る
」
 

と
い
っ
て
 

を
ら
 

れ
 

ま
す
。
 

仰
し
 

や
る
 

通
り
で
す
。
 

事
實
は
 

そ
の
 

通
り
で
す
。
 

然
し
 

人
間
の
 

眞
 

理
に
對
 

す
る
 

欲
求
か
ら
 

い
ふ
と
、
 

眞
理
 

と
い
 

ふ
 

も
の
 

は
 

成
る
べ
く
 

靜
 

的
な
 

固
定
 

的
な
、
 

存
續
 

的
な
 

存
在
で
 

あ
り
た
い
 

の
で
す
。
 

眞
理
の
 

內
容
が
 

結
え
す
 

變
 

化
し
て
 

は
、
 

眞
理
は
 

そ
の
 

存
在
の
 

價
値
を
 

そ
の
^
 

間
に
 

失
っ
て
 

し
ま
 

ひ
ま
す
。
 

眞
理
 

と
い
 

ふ
 

言
葉
 

を
 

あ
な
た
が
 

あ
な
 

た
^
け
に
 

通
用
す
 

る
 

や
う
に
 

解
釋
 

な
さ
る
 

の
な
ら
 

論
外
で
す
 

が
、
 

或
る
 

一 
定
數
 

又
は
 

一 
定
量
の
 

事
象
 

を
 

概
括
 

規
定
す
 

る
 

標
準
 

的
觀
念
 

が
眞
理
 

と
い
 

ふ
 

も
の
で
あ
る
 

以
上
、
 

眞
理
 

は
不
變
 

不
易
な
 

程
 

そ
の
 

價
値
 

を
增
 

加
す
 

る
の
で
 

す
。
 

然
し
 

人
間
の
 

欲
求
 

は
 

思
 

ふ
や
う
 

に
 

行
か
な
い
で
、
 

眞
理
 

と
い
 

ふ
 

も
の
 

も
實
は
 

あ
な
た
の
 

仰
し
 

や
る
，
 

^
う
 

に
 

動
的
で
す
。
 

そ
こ
で
 

眞
理
を
 

標
準
と
 

し
て
 

藝
術
を
 

生
み
出
さ
う
 

と
す
る
と
 

す
ぐ
 

自
己
矛
盾
が
 

生
じ
て
 

來
 

る
の
で
 

す
。
 

比
の
 

事
 

は
こ
 

こ
で
 

繰
り
返
し
て
 

說
 

明
す
 

る
に
 

は
餘
 

り
に
 

明
確
に
 

私
の
 

感
想
の
 

中
に
 

述
べ
て
 

あ
る
か
ら
、
 

多
言
 

を
 

費
し
 

ま
せ
ん
。
 

唯
 

私
が
 

眞
の
 

性
質
 

を
說
 

明
し
て
、
 

眞
 

か
ら
 

は
 

藝
術
は
 

生
ま
れ
な
い
、
 

愛
か
ら
の
 

み
 

生
ま
れ
る
 

と
 

云
っ
た
 

に
對
 

し
て
、
 

あ
な
た
が
 

そ
れ
 

を
 

二
元
的
な
 

考
へ
 

方
 

だ
と
 

云
 

は
れ
る
 

の
 

は
 

私
の
 

腑
に
 

落
ち
な
い
。
 

私
 

は
 

愛
は
實
 

在
で
 

あ
り
 

眞
は
假
 

象
で
 

あ
る
と
 

い
っ
た
。
 

こ
れ
が
 

二
 

元
で
す
 

か
。
 

愛
か
ら
 

藝
術
を
 

通
し
て
 

r 
こ
 

& 
で
は
 

藝
術
 

だ
け
 

を
 

論
じ
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
か
ら
)
 

眞
が
 

生
ま
れ
る
 

の
 

だ
と
い
 

つ
た
。
 

こ
れ
が
 

二
 

元
で
す
 

か
。
 

眞
 

か
ら
 

藝
術
は
 

生
ま
る
べ
き
 

も
の
 

だ
と
 

考
 

へ
る
 

なっと
く 

自
然
主
義
の
 

藝
術
觀
 

は
 

私
に
 

は
 

納
得
 

出
来
な
い
、
 

藝
術
は
 

愛
か
ら
 

生
ま
る
べ
き
 

者
 

だ
と
 

云
っ
た
。
 

こ
れ
が
 

二
元
論
で
 

す
か
。
 

あ
な
た
 



ま
 
「
愛
と
 
IK 、と 

は
 果
し
て
 
さ
う
 
は
っ
き
り
 
別
存
 
し
て
 
ゐ
る
 
も
の
で
 
あ
る
か
」
 
と
い
 
は
れ
た
。
 

私
 は
^
か
に
 
い
ふ
 

果
實
と
 

人
力
 
そ
 

れ
を
 
嗨
ん
だ
 
時
の
 
味
覺
 
と
が
^
^
し
て
 
ゐ
る
 
如
く
、
 
そ
れ
 
は
^
^
し
て
 
ゐ
る
 
も
の
 
だ
。
 
^
實
は
 
味
覺
を
 
造
り
 
出
す
。
 
然
し
 
味
^
 
は
^
 

實
を
 
造
り
 
出
し
 
は
し
な
い
。
 
愛
と
 
眞
と
は
 
正
に
 
さ
う
 
し
た
 
關
係
 
に
あ
る
。
 
然
し
 
か
く
 
別
^
し
て
 
ゐ
 
る
が
 
故
に
 
ニ
ー
 兀
 だ
と
い
 
つ
た
ら
、
 

誰
が
 
其
の
 
考
案
の
 
&
f
 本
に
 
あ
き
れ
す
 
に
 
は
 
ゐ
ら
れ
 
よ
う
。
 
二
つ
の
 
原
因
 
乂
は
 
二
つ
の
 
結
 *
 は
 
二
 元
 を
な
 
し
 
得
よ
う
。
 
然
し
 

一 つ
の
 
原
 

因
と
 
其
の
 
結
 栗
 は
 
二
 元
に
 
非
す
 
し
て
 

一
 元
の
 
延
長
 
だ
 位
 は
 
あ
な
た
と
 
雖
も
 
お
分
り
な
 
さ
り
 
さ
う
な
 
も
の
 
だ
と
 
思
 
ふ
。
 

第
 
一 i、 

藝
術
專
 
門
 家
た
 
る
 人
間
が
 
他
の
 
す
べ
て
の
 
人
間
よ
り
も
 
高
尙
だ
 
な
ぞ
と
 
は
 私
 は
 何
時
 
如
何
な
る
 
場
合
に
 
も
い
 
つ
て
 
は
ゐ
ま
 

せ
ん
 
「
一
事
 
を
な
 
さ
す
し
て
 
藝
術
 
的
な
 
人
が
 
あ
る
。
 
な
さ
 
ビ
る
 
な
く
し
て
 
非
藝
術
 
的
な
 
人
が
 
あ
る
」
 
と
こ
 
そ
い
っ
て
 
ゐ
る
。
 
恐
ら
く
 

は
 
あ
な
た
 
は
」
 
所
謂
 
事
業
家
と
 
か
、
 
道
擧
 
者
と
 
か
"
 

politician 
と
か
、
 
社
交
家
と
 
か
」
 
と
い
っ
た
 
私
の
 
霄
 葉
の
 
「
所
 請
」
 を
 勝
手
 
C
 

取
り
去
っ
て
、
 

私
 を
 
見
よ
う
と
 
さ
れ
た
 
の
で
 
は
な
い
 
か
。
 
自
己
 
を
對
 
象
と
 
す
る
 
活
動
、
 
環
境
 
を
對
 
象
と
 
す
る
 
活
動
 
を
 

じ
た
 
所
 は
.
 

あ
な
た
の
 
頭
に
 
は
よ
 
く
 
這
 入
っ
て
 
ゐ
 
な
い
や
う
 
で
す
。
 
も
う
 

一 度
氣
を
 
落
ち
 
付
け
て
 
讀
 
み
^
し
て
 
下
さ
い
 
。
「
^
に
 
川
^
 
上
の
^
^
 
を
 

獨
り
 
で
よ
 
が
っ
て
 
ゐ
 
る
の
に
 
過
ぎ
な
い
」
 

と
 
あ
な
た
 
は
 豫
め
川
 
心
の
 
釘
 を
 打
っ
て
 
お
か
れ
た
 
が
、
 
そ
れ
に
 
も
 
係
 は
ら
す
 
私
 は
、
 お
 術
ぶ
 

は
^
 
術
 専
門
家
の
 
み
に
 
限
ら
な
い
 
事
 を
 
主
張
し
 
ま
す
。
 

一 事
 を
な
 
さ
す
し
て
 
藝
術
 
的
な
 
人
が
 
あ
る
と
 
さ
 
へ
 私
 は
^
 
へ
 る
 
も
の
で
す
。
 

c 人
ん
 
や
 可
ん
で
も
 
い
.
 T が

ー
 
つ
の
 
仕
事
 
を
藝
術
 
的
に
 
す
る
 
人
 
は
必
す
 
あ
る
 
辔
 
で
す
。
 
あ
な
た
 
は
こ
、
 
で
藝
術
 
的
な
 
人
は
必
 
す
し
 
も
鄞
 

術
^
と
 
は
い
へ
 
な
い
 
と
 
云
 は
れ
る
 
で
せ
 
う
。
 
藝
術
專
 
門
 家
と
 
は
い
へ
 
ま
せ
ん
。
 
然
し
 
藝
術
^
 
と
は
い
へ
 
ま
す
。
 
而
 し
て
 
私
 は
^
 
術
^
 

と
 
藝
術
專
 
門
 家
と
 
を
 
全
く
 
同
じ
 
高
さ
に
 
認
め
る
 
も
 
の
 で
 す
。
 
若
し
 
あ
な
た
 
が
 藝
術
は
 
藝
術
尊
 
門
 家
 
の
み
の
 
所
有
物
 
だ
と
い
 
ひ
た
 
い
 な
 

ら
、
 
藝
 術
と
 
い
ふ
 
も
の
 

\ 
內
容
 
な
り
 
定
義
な
 
り
 
を
 明
確
に
 
提
供
さ
れ
 
て
 後
に
、
 

一. ム は
れ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
事
で
す
 

J 私
に
 
い
は
 
せ
れ
ば
、
 
い
か
 

な
る
 
仕
事
で
 
も
い
、
、
 

そ
の
 
仕
事
の
 
內
容
が
 
瑗
境
を
 
指
す
 
の
で
 
は
な
く
 
自
己
 
を
 指
す
 
場
合
に
 
は
、
 
そ
れ
 
を
 
取
扱
 
ふ
 人
 
は
お
 
術
ぶ
 
で
す
"
 

こ
れ
に
 
反
し
て
 
環
境
ば
 
か
り
 
を
對
 
象
と
 
し
て
 
働
く
 
人
 
は
、
 
そ
の
 
人
が
 
藝
術
專
 
門
 家
で
 
あ
れ
、
 
そ
れ
 
は
^
^
す
 
ベ
か
ら
 
ざ
ろ
 
人
^
の
 
r
 

岩
 
野
 
泡
 
鳴
 
氏
に
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有
 

島
 

武
郞
^
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

一！
 

一 〇
 

六
 

た
れ
 
者
で
す
。
 

第
三
、
 

あ
な
た
 

は
 

人
間
の
 

向
上
 

的
 

欲
求
 

を
 

全
く
 

無
視
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

「
人
間
の
 

端
的
 

立
脚
地
」
 

の
 

重
ん
 

す
べ
く
 

叉
脫
 

却
し
 

難
い
 

も
の
 

な
る
 

事
 

は
 

私
と
 

雖
も
 

知
っ
て
 

苦
し
ん
で
 

ゐ
 

ま
す
。
 

然
し
 

現
在
の
 

如
き
 

人
類
 

進
化
の
 

程
度
、
 

制
度
、
 

狀
態
 

で
は
、
 

人
間
が
 

ど
れ
 

程
 

緊
張
 

し
燃
燒
 

し
て
 

生
活
し
て
も
 

滿
足
^
 

得
ら
れ
な
い
 

の
 

は
 

自
明
の
 

事
で
す
。
 

現
狀
を
 

緊
張
し
て
 

生
活
す
 

る
と
 

同
時
に
、
 

そ
れ
 

を
 

突
破
し
て
、
 

更
に
 

一
歩
 

を
 

進
め
た
い
 

と
い
 

ふ
の
 

は
 

人
間
に
 

拔
く
 

ベ
か
ら
 

ざ
る
 

欲
求
で
す
。
 

緊
張
し
た
 

生
活
 

は
 

自
然
に
 

さ
う
 

い
ふ
 

結
 

粟
 

を
將
來
 

し
ま
 

す
。
 

傳
統
が
 

人
間
 

を
 

創
っ
た
 

の
で
 

は
な
く
、
 

人
間
が
 

傳
統
を
 

創
っ
た
 

の
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

人
間
の
 

力
 

全
體
は
 

傳
統
に
 

化
成
し
 

切
っ
て
 

は
ゐ
 

な
い
。
 

人
間
 

は
 

傳
統
に
 

固
く
 

圍
 

ま
れ
な
が
ら
、
 

そ
れ
 

を
 

打
ち
破
っ
て
 

新
し
い
 

傳
統
を
 

創
り
 

出
す
 

力
 

を
 

ま
だ
 

蓄
 

へ
て
 

ゐ
る
。
 

そ
れ
 

は
傳
 

統
と
 

い
ふ
 

固
定
し
た
 

形
 

を
 

取
ら
な
い
 

自
由
自
在
な
、
 

萬
 

人
に
 

共
通
な
、
 

根
柢
 

的
な
 

力
 

だ
。
 

そ
れ
 

を
 

あ
な
た
 

も
 

承
認
し
 

な
い
 

譯
に
は
 

行
き
 

ま
す
ま
い
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

力
 

を
 

愛
と
 

名
 

づ
け
る
 

の
で
す
。
 

而
 

し
て
 

愛
が
 

藝
術
を
 

生
む
 

の
で
す
。
 

だ
か
ら
 

藝
術
は
 

そ
の
 

窮
極
に
 

於
て
 

(
と
 

い
ふ
 

意
味
 

は
藝
 

術
の
 

未
來
 

は
と
い
 

ふ
 

事
で
 

は
な
い
。
 

藝
術
を
 

つ
き
つ
め
て
 

見
る
 

と
、
 

卽
ち
藝
 

術
 

を
 

本
質
的
に
 

考
察
す
 

る
と
 

、
と
い
 

ふ
 

意
 

味
で
す
)
、
 

ま
す
，
 

，（
\ 

人
類
 

的
に
な
る
 

べ
き
 

蓮
 

命
に
 

あ
る
と
 

い
ふ
ん
で
 

す
。
 

明
白
な
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
 

か
。
 

國
家
 

主
義
者
 

は
 

自
覺
し
 

た
も
の
で
、
 

社
會
 

主
義
者
 

は
 

無
自
覺
 

だ
と
い
 

ふ
や
う
な
 

事
 

は
、
 

全
然
 

考
 

へ
ら
れ
な
い
 

事
で
す
。
 

あ
な
た
 

は
國
家
 

主
義
か
ら
 

離
れ
た
 

露
 

西
亞
の
 

現
狀
を
 

痛
罵
せ
ら
れ
 

た
が
、
 

そ
の
 

現
 

は
れ
 

方
が
 

間
違
っ
て
 

ゐ
る
 

に
せ
よ
 

ゐ
 

な
い
 

に
せ
よ
、
 

又
 

無
自
覺
 

な
多
數
 

者
の
 

迷
 

蒙
が
 

粉
 

亂
 

か
ら
 

粉
亂
を
 

生
ん
で
 

ゐ
る
 

に
せ
よ
、
 

大
き
な
 

露
西
亜
の
 

人
間
 

全
體
の
 

心
か
ら
 

自
覺
 

的
に
 

又
 

無
自
覺
 

的
に
 

迸
り
 

出
た
 

あ
の
 

愛
の
 

裸
 

形
 

の
 

閃
き
 

を
 

誰
が
 

驚
異
と
 

讃
 

嘆
の
 

眼
 

を
 

持
た
 

す
し
て
 

眺
め
ら
れ
よ
う
。
 

第
 

I 
1
 

十
 

世
紀
の
 

歷
史
を
 

最
も
 

莊
嚴
に
 

彩
る
 

思
潮
 

は
 

あ
の
 

面
 

も
 

向
 

け
 

か
ね
る
 

熾
烈
な
 

熔
爐
の
 

中
か
ら
 

鍛
へ
 

出
さ
れ
る
 

に
き
 

ま
っ
て
 

ゐ
る
。
 

あ
な
た
 

は
 

藝
術
家
 

を
 

以
て
 

自
任
し
て
 

居
ら
れ
る
。
 

あ
な
た
に
 

は
 

そ
れ
が
 

見
え
ま
せ
ん
 

か
。
 

あ
な
た
 

は
 

人
類
の
 

運
命
 

を
 

最
も
 

賢
く
 

導
き
 

行
く
 

哲
學
者
 

を
 

以
て
 

自
任
し
て
 

居
ら
れ
る
。
 

あ
な
た
に
 

は
 

そ
 

れ
が
 
感
ぜ
ら
れ
ま
せ
ん
 
か
。
 



私
 

は
こ
れ
 

で
 

S
.
 

を
 

措
く
。
 

あ
な
た
 

は
尙
ほ
 

私
に
 

云
 

ふ
べ
き
 

事
が
 

あ
る
で
 

せ
う
。
 

然
し
 

文
字
の
 

上
の
 

f
f
 

論
 

は
往
々
 

岐
路
に
；
 

つ
て
く
 

だ
ら
な
い
 

も
の
で
す
。
 

あ
な
た
が
 

若
し
 

更
に
 

是
 

等
の
 

問
題
 

を
 

誠
實
に
 

討
究
な
 

さ
る
お
 

心
 

持
が
 

あ
る
な
ら
 

私
 

を
お
^
 

ね
 

下
さ
い
。
 

私
 

は
 

喜
ん
で
 

出
来
る
だ
け
 

冷
靜
 

に
あ
な
 

た
と
 

意
見
の
 

交
換
 

を
し
 

ま
せ
う
。
 

へ
 

一
九
 

一 
七
が
 

十二
：：
 

=:
 

十七
：：
： 

^
 

一 
グ
£
 
 

R
 

新
聞
」
 

所
 

載
」
 

岩
 

野
 

泡
 

鳴
 

氏
 
に
 
 

三
 

0
 

七
 



有
 
お
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 

著
作
 
集
に
 
就
い
て
 

S
 

の
 形
で
す
 
る
 
私
の
 
創
作
 
感
想
の
 
襲
 
は
、
 
こ
の
 
「
著
作
 
集
」
 
の
み
に
 
依
る
 
こ
と
、
 
し
ま
す
。
 
私
の
 
生
活
 
を
 
投
入
す
 
る
 も
の
 
は
、
 

こ 
ウ
^
 Z  0

 ト
に
 
あ
り
ま
 

ん
 o 

こ
の
 
集
で
 
は
、
 
滿
 足
の
 
出
 來
る
 
だ
け
の
 
g
 
を
 
加
へ
 
て
、
 
先
 づ
舊
 
作
か
ら
 
襲
し
 
ま
す
が
、
 
二
度
の
 
勤
め
 
を
 
さ
せ
す
、
 

こ
の
 
集
の
 

み
こ
よ
 
つ
て
 
私
の
 
乍
 物
 を
 公
け
 
に
す
 
る
 時
機
の
 
來
る
事
 
を
 希
望
し
て
 
ゐ
 ま

す

。

 

 
2, 

, 

私
の
 
も
の
 
I
 
ん
で
 
下
意
 
方
が
 
澤
山
 
あ
ら
う
 
と
 
は
 思
 は
れ
ま
せ
ん
。
 

私
 は
 
そ
の
 
事
 I
 
ひ
ま
し
た
。
 
新
潮
 
社
 は
 そ
れ
に
 
も
 
係
 は
 

ら
す
、
 

こ
の
 
集
の
 
刊
行
 
を
霞
す
 

る
 事
 を
 約
束
し
て
 
く
れ
ま
し
た
。
 

私
 は
 嬉
し
く
 
思
っ
て
 
ゐ
ず
 

と
ま
れ
 
私
 
は
 
一
個
の
 
人
間
で
 
あ
り
た
い
。
 
そ
れ
 
を
 信
じ
て
 
下
さ
い
。
 
あ
な
た
と
 
私
き
 
結
び
 
附
 け
た
 
因
 f
 
對
，
 し
て
 
S
 
す
る
 

而
 し
て
 
あ
な
た
に
 
私
の
 
最
上
の
 
靳
願
を
 
捧
げ
る
。
 

こ
の
 
集
 を
 顧
み
て
 
下
さ
る
 
方
に
 
私
は
敢
 
へ
て
 
か
う
 
申
し
ず
 

W
 
 

へ
 

一
九
 

一
七
 

年
 

五
^
)
 

ぐ
 著
作
 
集
」
 
笫
 

一 輯
、
 



自
我
の
 
考
察
 

今
囘
は
 
突
然
の
 
事
と
 
て
、
 
何
等
の
 
腹
案
 
も
な
 
く
、
 
强
 
ひ
て
の
 
御
 希
望
に
 
よ
り
 
何
 か
 巾
 
上
げ
る
^
 
に
な
り
 
ま
し
た
が
、
 
ぶ
る
^
 
雜
.
^
 

「
新
潮
」
 

に
 投
じ
た
 
小
さ
な
 
感
想
が
 
あ
り
ま
す
 
の
で
、
 
そ
れ
 
を
 布
衍
 
補
充
し
て
 
諸
君
の
 
御
 批
評
 
を
 
仰
ぐ
^
-
に
^
し
ま
す
。
 

人
間
が
 
生
き
る
 
以
上
 
は
考
 
へ
る
 
し
、
 
考
 
へ
る
 
以
上
 
は
 哲
舉
を
 
作
り
ま
す
。
 
哲
ゅ
 
と
い
へ
ば
 
む
づ
 
か
し
い
 
が
、
 
ま
で
 
も
 
多
少
の
 
竹
 ゆ
 

者
で
 
な
い
 
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

而
 し
て
 
そ
れ
が
 
生
活
 
を
 
離
れ
て
、
 

書
！
！
 中
で
、
 

； i 现
で
 
S
 
め
ら
 
れ
た
^
 
疎
な
 
哲
 S? で

は
な
く
、
 

活
が
 
作
り
出
し
た
 
も
の
で
あ
る
 
以
上
 
は
、
 
確
か
に
 
考
察
の
 
價
値
 
あ
る
 
も
の
で
あ
る
 
事
 は
 勿
論
で
す
。
 
だ
か
ら
 
私
"
.
 E. し

 
上
げ
 
る
^
の
 

哲
舉
も
 
全
く
 
無
意
味
で
 
は
あ
り
 
得
な
い
 
と
 私
 は
 思
 
ひ
、
 
從
 
つ
て
 
諸
 君
の
 
御
 批
評
 
を
 仰
ぎ
た
い
 
と
^
ふ
 
所
以
で
 
御
^
い
ま
す
。
 

私
 は
靑
年
 
時
代
に
、
 
色
々
 
な
 
周
圍
 
か
ら
の
 
感
化
に
 
よ
っ
て
、
 
佛
敎
 
と
か
 
基
^
 
敎
 と
か
の
 
宗
敎
に
 
私
な
 
り
の
 
沒
ま
 
を
し
、
 
而
 し
て
^
 

督
敎
に
 
私
の
 
信
仰
の
 
根
 を
 
下
し
 
ま
し
た
が
、
 
そ
の
後
 
自
己
 
を
 
も
っ
と
 
极
柢
 
的
に
 
築
き
上
げ
て
 
は
た
い
 
欲
求
か
ら
 

个- く
^
 
仰
尘
 
活
か
ら
 

離
れ
る
 
事
を
餘
 
儀
な
 
く
さ
れ
ま
し
た
 

e 

か
う
 
し
て
 
外
 園
か
ら
 
段
々
 
自
分
 
を
 
切
り
放
し
て
 
来
て
 
見
る
 
と
畢
竞
 
そ
の
 
跡
に
 
自
己
と
 
い
ふ
 
も
の
 
だ
け
が
 
殘
 り
ま
し
た
。
 

私
 
は
 
そ
の
 

自
 
己
の
 
本
體
が
 
何
で
 
あ
る
か
 
を
體
驗
 
し
ょ
う
と
 
試
み
ま
し
て
、
 

.In: 己
 を
 
立
す
 
る
と
、
 
そ
の
外
 
園
に
 
他
 己
と
 
い
ふ
 
も
の
が
^
ら
 
か
に
^
 

立
す
 
る
 事
 を
 知
り
 
得
ま
す
。
 

こ
&
で
 
す
ぐ
に
 
起
っ
て
 
來
る
 
問
題
 
は
、
 
我
等
の
 
生
活
 
は. n

 
己
 を
 主
と
 
す
べ
き
 
か
 他
 TJ を

 主
と
 
す
べ
き
 
か
 

で
あ
り
ま
す
。
 

私
 は
 或
る
 
期
間
 
は
こ
の
 
自
他
の
 
何
れ
に
 
も
 
偏
執
す
 
る
 事
な
 
く
、
 
そ
の
 

に. 生
活
 
を
游
 
が
せ
る
^
-
に
よ
っ
て
、
 

s^c- 
の
 

人
間
味
 
を
體
覺
 
す
る
と
 
考
 
へ
た
 
事
が
 
あ
り
ま
し
た
。
 
私
が
 
本
^
 
に
 在
職
 
中
 
こ
の
 
講
堂
で
 
述
べ
た
 
「
二
つ
の
^
」
 

と
い
 
ふ
 

は
 
そ
の
 

當
 時
の
 
主
張
 
を
 披
瀝
し
た
 
も
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

自
我
の
 
考
察
 
 

？ニ〇 九
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

j
〇
 

然
し
 

こ
の
 

考
へ
方
 

は
 

到
底
^
 

を
滿
 

足
さ
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

生
活
 

を
 

一
 

元
に
 

還
元
し
た
 

い
と
い
 

ふ
の
 

は
 

何
と
い
 

つ
て
も
 

人
 

本
卞
 

の
 

欲
求
で
す
。
 

そ
こ
で
、
 

本
氣
 

に
，
 

自
他
の
 

中
 

何
れ
 

を
 

主
と
し
て
 

私
の
 

生
活
 

は
 

導
か
れ
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
 

か
 

を
 

決
定
す
 

る
 

^
 

か
に
な
 

り
ま
し
た
。
 

而
 

し
て
 

只
今
 

私
 

は
 

自
己
 

を
 

主
と
 

す
べ
き
 

道
 

を
 

選
ん
で
 

居
り
ま
す
。
 

何
故
で
 

あ
る
か
、
 

そ
の
 

理
由
 

を
 

今
日
は
 

申
し
上
げ
て
 

毘
 た
い
。
 

私
 

は
 

端
的
に
、
 

自
分
 

を
 

愛
す
る
 

程
 

他
人
 

若
し
く
は
 

他
の
 

も
の
 

を
 

愛
し
て
 

ゐ
 

る
か
と
 

反
省
し
て
 

見
ま
す
。
 

私
と
 

し
て
 

は
、
 

そ
の
 

解
答
 

は
 

極
め
て
 

明
瞭
で
す
、
 

私
 

は
 

何
者
よ
り
も
 

自
己
 

を
 

愛
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

こ
の
 

自
己
 

を
 

愛
す
る
 

と
い
 

ふ
 

事
實
は
 

何
と
い
 

つ
て
も
 

担
む
 

ベ
 

か
 

ら
 

ざ
る
 

私
の
 

本
能
で
あ
り
ま
す
。
 

こ
の
 

本
能
 

を
 

主
張
し
た
 

の
 

は
 

決
し
て
 

新
し
い
 

事
で
 

も
 

珍
ら
 

し
い
 

事
で
 

も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

哲
擧
 

上
の
 

利
己
主
義
 

も
、
 

科
擧
の
 

自
己
保
存
の
 

法
則
な
る
 

も
の
 

も
、
 

一一
 

イ
チ
 

H 
一
派
の
 

超
人
の
 

主
張
 

も
、
 

共
に
 

等
し
く
 

愛
己
と
 

い
ふ
 

本
能
の
 

爲
 

め
の
 

叫
び
で
あ
っ
た
 

の
で
す
。
 

然
し
 

私
の
 

考
 

へ
る
 

愛
己
の
 

本
能
 

は
是
 

等
の
 

言
說
 

に
よ
っ
て
 

は
 

說
き
盡
 

く
さ
れ
て
 

ゐ
な
 

い
と
 

私
 

は
感
す
 

る
の
で
 
す
。
 ヒ

ュ
 

ー 
ム
ゃ
 

ホ
ッ
プ
ス
 

の
 

所
謂
 

利
己
主
義
 

は
 

自
己
の
 

表
面
的
な
 

觀
 

察
か
ら
 

出
發
 

し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

己
れ
 

を
 

利
 

す
る
と
い
 

ふ
 

事
 

を
 

極
く
 

物
質
的
に
 

解
釋
 

し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

自
己
の
 

完
成
と
 

い
ふ
 

事
よ
り
も
 

利
益
と
 

い
ふ
 

事
に
 

重
き
 

を
 

置
い
て
 

論
じ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

こ
れ
で
 

は
本
當
 

に
 

自
己
の
 

要
求
が
 

滿
 

た
さ
れ
る
 

譯
 

が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

科
擧
の
 

所
謂
 

自
己
保
存
の
 

法
則
 

も
 

消
極
的
な
 

見
地
で
 

あ
る
と
 

い
ふ
 

非
難
 

を
 

免
れ
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

人
間
に
 

は
 

自
己
 

を
 

保
存
す
 

る
 

欲
求
の
 

外
に
、
 

或
は
 

そ
の
 

以
上
に
 

自
己
 

を
 

完
成
 

せ
ん
と
す
 

る
 

欲
求
が
 

あ
り
ま
す
。
 

こ
の
 

欲
求
 

を
、
 

科
 

學
は
單
 

に
 

自
己
保
存
の
 

偶
然
な
 

結
聚
と
 

見
よ
う
と
 

し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

見
方
に
 

滿
 

足
し
て
 

ゐ
る
 

事
が
 

出
来
ま
せ
ん
"
 

一一
 

ィ 
チ
ェ
の
 

「
力
に
ま
で
 

の
 

意
志
」
 

も
た
 

し
か
に
 

人
間
 

內
 

在
の
 

動
向
 

を
 

喝
破
し
た
 

も
の
で
 

あ
り
な
が
ら
、
 

意
志
 

の
奧
に
 

愛
の
 

本
能
の
 

働
き
つ
 

、
あ
る
 

を
 

見
逃
し
て
 

は
ゐ
 

な
い
か
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

私
 

は
假
に
 

凡
て
の
 

生
活
の
 

根
源
 

を
爲
す
 

本
能
 

を
 

愛
と
 

名
付
け
ま
す
。
 

愛
 

は
 

普
通
に
 

は
與
 

へ
る
 

本
能
と
 

考
 

へ
ら
れ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

然
し
 



愛
 

は
 

奪
 

ふ
 

本
能
で
す
。
 

又
 

愛
は
淚
 

つ
ぼ
い
 

な
ま
や
さ
し
い
 

力
 

だ
と
 

考
 

へ
ら
れ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

然
し
 

愛
 

は
 

嚴
肅
な
 

激
烈
な
 

容
赦
の
 

な
い
 

力
 

で
あ
り
ま
す
。
 

自
己
 

完
成
の
 

欲
求
に
 

驅
り
 

立
て
ら
れ
た
 

愛
 

は
 

自
己
 

以
外
の
 

も
の
か
ら
 

奪
 

ふ
に
ょ
い
 

だ
け
^
 

ひ
 

取
る
 

の
で
す
。
 

ボ
 

ー 
口 

が
 

「
惜
し
み
な
 

く
與
 

へ
」
 

と
い
っ
た
 

の
 

は
實
は
 

愛
の
 

働
き
の
 

表
面
的
な
 

現
 

は
れ
 

を
 

云
っ
た
 

に
 

過
ぎ
ま
せ
ん
。
 

私
が
 

一 
つ
の
 

も
の
 

を
 

や
す
 

る
と
 
い
ふ
の
 
は
、
 
そ
の
物
 
を
よ
り
 
多
く
 
自
分
の
 
中
に
 
攝
 取
し
て
 
自
分
の
 
生
活
の
 

一
 部
分
と
 
し
て
し
 
ま
ふ
^
で
す
。
 
例
へ
ば
 
私
が
 

• 
匹
 

の
 

小
鳥
 

を
 

愛
す
る
 

と
し
ま
す
。
 

私
 

は
 

そ
れ
に
 

美
し
い
 

籠
と
 

新
し
い
 

餌
と
 

水
と
 

を
與
 

へ
そ
の
 

外
 

あ
ら
ん
^
り
 

の
 

愛
撫
 

を
與
 

へ
る
 

と
し
ま
 

す
。
 

ま
る
で
 

私
 

は
 

外
物
に
 

對
 

し
て
 

ど
ん
-
 

自
己
と
 

自
己
の
 

所
有
と
 

を
與
 

へ
て
 

ゐ
る
 

や
う
に
 

兑
 

え
ま
せ
う
。
 

然
し
よ
 

く
 

考
察
し
て
 

兌
 

る
と
、
 

そ
の
 

小
鳥
 

を
 

愛
す
れ
ば
 

愛
す
る
 

程
 

小
鳥
 

は
 

私
の
 

生
活
の
 

中
に
 

這
 

入
っ
て
 

私
自
身
に
 

な
っ
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

す
。
 

私
 

は
 

小.
；：
： 

T
 

に
 

於
て
 

私
自
身
 

を
 

生
活
し
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

す
。
 

だ
か
ら
、
 

私
が
 

小
鳥
に
 

與
 

へ
て
 

ゐ
 

る
と
 

見
え
る
 

愛
撫
 

も
、
 

飽
も
 

食
餌
 

も
、
 

畢
兗
 

私.
：：
： 

身
に
 

與
へ
 

て
ゐ
 

る
の
に
 

過
ぎ
な
い
 

の
で
す
。
 

私
 

は
 

愛
 

は
 

小
鳥
か
ら
 

小
鳥
 

を
 

奪
っ
た
 

の
み
な
ら
 

す
そ
の
 

所
有
ま
で
 

鸾
ひ
 

取
っ
て
 

し
ま
っ
て
 

ゐ
 

る
の
 

で
す
。
 
か
く
の
 
如
く
し
て
 
私
の
 
自
己
 
は
 時
々
 
刻
々
 
そ
の
 
內
容
 
を
豐
 
富
に
 
し
て
 
擴
充
 
し
て
 
行
く
 
の
で
す
。
 
こ
れ
 
は
 科
 ゆ
 
の
 所
^
,
:
:
:
,
 し
^
 

存
を
 
肯
定
す
 
る
 生
活
 
現
象
で
 
は
あ
り
 
ま
す
が
、
 
同
時
に
 
そ
れ
以
上
の
 
意
味
 
を
 持
っ
て
 
ゐ
る
 
事
が
 
容
易
に
^
;
 
取
さ
れ
 
る
と
 
m4 ひ

ま
す
。
 

所
が
 
こ.^ 

に
 愛
己
 
主
義
に
 
反
し
て
 
主
張
さ
れ
 
る
 愛
他
主
義
の
 
主
張
 
を
 ̂
書
き
す
 
る
と
 
思
 は
れ
る
^
 
實
 が
^
:
 在
し
て
 
ゐ
 
ま
す
。
 
所
^
 

「
身
 を
 殺
し
て
 
仁
を
爲
 
す
」
 
と
い
 
ふ
や
う
な
、
 

自
己
 

の
 存
在
 
を
 滅
却
す
 
る
 激
し
い
 
愛
の
 
作
用
の
 
あ
る
^
で
す
。
 

愛
 他
^
お
^
:
 
は
こ
の
 

事
 

實
を
 

以
て
 

愛
己
 

主
義
者
 

を
 

非
難
し
 

よ
う
と
し
、
 

科
學
は
 

種
族
 

保
存
の
 

原
則
と
 

い
ふ
 

自
己
保
^
の
 

原
則
の
 

一
 

變
態
 

と
し
て
 

こ
の
 

卞
^
 

を
說
 

明
し
ょ
う
 

と
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

然
し
 

私
 

は
、
 

こ
、
 

で
も
、
 

愛
他
主
義
者
の
 

^
難
に
 

承
服
が
 

出
來
 

ま
せ
ん
 

し
、
 

科
8
-
 

の
^
 

明
の
^
 

ゆ
 

的
な
 
の
 を
 
不
滿
足
 
に
 思
 
ふ
 も
の
で
す
。
 

- 自
己
の
 
完
成
と
 
い
ふ
 
事
 は
 前
述
し
た
 
通
り
に
 
物
質
的
な
 
意
味
に
 
於
て
の
 
完
成
で
 
な
い
 
事
 は
 前
に
 
も
 
申
し
ま
し
た
。
 

C
,
 し
个
 ̂
 
の
 ゥ儿 

成
で
す
。
 
自
己
 
全
體
の
 
完
成
か
ら
 
考
へ
 
る
と
、
 
肉
體
の
 
如
き
 
は
 そ
の
 
極
く
 

一  小
 部
分
の
 
働
き
し
 
か
 助
け
て
 
は
ゐ
 
ま
せ
ん
。
 
あ
ま
り
に
 

自
我
の
 
考
察
 
 

：
ニ
 

一 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

n 
ニ
ニ
 

激
し
く
 

自
己
 

完
成
の
 

本
能
が
 

働
い
た
 

時
、
 

誤
っ
て
 

肉
 

體
の
破
 

却
せ
ら
れ
 

る
の
 

は
 

極
く
 

毘
 

易
い
 

理
 

で
は
あ
り
ま
せ
ん
 

か
。
 

結
果
か
ら
 

見
 

る
と
 

如
何
に
も
 

自
己
 

を
 

無
視
し
て
 

他
の
 

み
 

を
 

愛
し
た
 

が
 

故
に
 

か
 

&
る
結
 

菜
 

を
來
 

し
た
と
 

見
え
 

ま
せ
う
 

が
、
 

も
っ
と
 

徹
底
的
に
 

考
察
す
 

る
と
、
 

そ
れ
が
 

矢
張
り
 

自
己
 

完
成
の
 

道
程
の
 

ー
變
路
 

に
過
ぎ
な
い
 

事
を
發
 

見
し
、
 

從
 

つ
て
 

種
族
 

保
存
の
 

原
則
 

を
 

成
就
し
な
が
ら
、
 

も
 

つ
 

と
そ
れ
 

以
上
の
 

現
象
で
 

あ
る
 

事
が
 

看
取
さ
れ
 

ま
す
。
 

か
う
 

い
ふ
 

立
脚
地
か
ら
 

實
 

際
の
 

生
活
 

を
 

觀
て
毘
 

る
と
、
 

今
ま
で
の
 

私
の
 

見
地
が
 

願
 

倒
す
 

る
 

事
が
 

往
々
 

あ
り
ま
す
。
 

例
へ
ば
 

愛
 

他
 

主
 

義
の
 

本
尊
と
 

見
ら
れ
て
 

ゐ
る
 

基
督
の
 

一
 

生
の
 

如
き
 

も
 

私
に
 

は
 

在
 

來
の
兑
 

方
と
 

反
對
の
 

見
方
 

を
せ
 

す
に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

な
く
な
り
ま
す
。
 

基
 

督
は
 

凡
て
の
 

も
の
 

を
 

犧
牲
に
 

供
し
て
、
 

唯
一
 

つ
 

救
世
主
の
 

名
 

を
の
み
 

得
た
 

と
 

私
は
考
 

へ
て
 

ゐ
 

ま
し
た
。
 

然
し
 

今
の
 

私
に
 

は
 

彼
 

は
さ
う
 

うつ 

は
 

映
り
ま
せ
ん
 

彼
 

は
 

凡
て
 

低
に
 

高
き
 

も
の
 

美
し
き
 

も
の
 

尊
き
 

も
の
 

、
完
全
な
 

所
有
者
で
あ
っ
た
。
 

彼
 

は
 

過
去
 

を
 

所
有
し
た
 

の
み
な
 

ら
す
、
 

未
來
 

幾
千
 

年
 

を
 

も
 

所
有
し
 

得
る
 

事
 

を
 

は
っ
き
り
 

意
識
し
 

得
た
 

程
に
 

豊
富
な
 

所
有
者
だ
っ
た
。
 

彼
 

ほ
ど
に
 

强
 

列"
".
 

な
 

愛
慾
 

を
 

以
て
 

奪
 

ひ
っ
^
け
た
 

人
 

は
な
い
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

彼
 

は
 

私
に
 

さ
&
 

や
い
て
 

い
ふ
 

、
「
見
ろ
 

私
の
 

無
 

際
限
^
 

領
土
 

を
 

…
…
 

お
前
 

も
 

私
に
 

%
 

っ
て
大
 

き
な
 

領
土
の
 

持
主
と
 

な
れ
。
 

凡
て
の
 

高
き
 

も
の
 

美
し
き
 

も
の
 

淸
 

き
も
の
 

を
 

自
己
に
 

吸
 

ひ
 

取
れ
、
 

又
 

凡
て
の
 

も
の
 

を
 

高
く
 

美
し
く
 

淸
く
 

見
得
る
 

愛
の
 

視
角
 

を
 

求
め
よ
」
 

と
。
 

にが
 

^
の
 

ゆ
に
 

は
 

苦
い
 

顏
 

を
し
な
が
ら
 

與
 

へ
る
 

事
 

を
す
 

る
 

人
が
 

あ
り
ま
す
。
 

そ
れ
 

を
 

偽
善
者
と
 

い
ふ
の
 

だ
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

そ
れ
 

は
 

愛
 

を
 

以
て
 

自
己
の
 

中
に
 

攝
 

取
し
 

切
ら
な
い
 

も
の
 

卽
ち
 

自
己
 

以
外
の
 

も
の
に
 

與
へ
 

る
か
ら
の
 

結
 

栗
で
あ
り
ま
す
。
 

彼
等
 

は
佝
等
 

か
の
 

不
純
な
 

動
機
か
ら
、
 

生
意
氣
 

に
も
、
 

自
己
と
 

何
の
 

交
涉
 

も
な
い
 

他
 

已
に
對
 

し
て
 

働
き
 

か
け
、
 

自
己
 

を
 

放
散
し
 

浪
費
す
 

る
の
で
 

す
。
 

だ
か
ら
、
 

そ
の
後
で
 

は
、
 

い
や
な
 

不
滿
 

足
、
 

物
足
り
な
 

さ
 

を
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

ま
せ
ん
。
 

そ
れ
だ
け
 

自
己
が
 

空
費
さ
れ
 

る
 

所
に
、
 

自
己
 

完
成
 

の
 

本
能
の
 

呵
責
 

を
感
 

す
る
 

か
ら
、
 

彼
 

は
 

自
ら
 

苦
い
 

顔
に
 

な
り
、
 

せ
め
て
 

は
 

他
人
が
 

そ
の
 

行
爲
を
 

肯
定
し
、
 

是
認
し
、
 

賞
讃
 

し
て
 

く
れ
 

る
の
 

を
 

便
り
に
 

し
て
，
 

自
己
の
 

生
活
の
 

失
敗
 

を
 

忘
れ
よ
う
 

と
す
る
 

の
で
す
。
 



然
し
 
自
己
の
 
所
有
に
 
對
 し
て
の
 
外
に
 
は
 何
物
 
も
與
 
ベ
な
い
 
人
に
 
取
っ
て
 
は
、
 
そ
ん
な
^
い
 
顔
 を
す
 
る
 
必
^
 
は
^
に
 
あ
り
ま
せ
 

パ
，
 -. 

彼
に
 
與
 
へ
れ
ば
 
與
 
へ
 る
 程
 自
分
が
 
豐
 富
に
な
る
 
事
を
感
 
す
る
 
か
ら
で
す
。
 
又
與
 
へ
 る
の
に
 
右
の
 
乎
で
す
 
る
^
-
を
.
^
 
の
 乎
に
 
知
ら
せ
な
 

い
で
 
置
く
 
必
要
 
も
あ
り
ま
せ
ん
。
 

右
の
 
手
で
す
 
る
 事
 は
ち
ゃ
ん
 
と
 
左
の
 
乎
が
 
知
っ
て
 
る
 程
 全
人
 
的
な
 
行
 は
で
 
あ
る
か
ら
 
で
あ
り
 

ま
 

す
。
 
自
己
 
は
 自
己
で
 
充
ち
 
足
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 

こ
の
 
立
場
か
ら
 
考
へ
 
る
と
 
善
事
 
を
內
 
所
で
す
 
る
と
 
か
 入
の
 
前
で
す
 
る
と
 
か
い
ふ
の
 
は
 無
 

意
味
 
極
ま
っ
た
 
事
で
す
。
 
大
 び
ら
 
に
 無
頓
着
に
 
彼
 は
 彼
の
 
所
領
の
 
中
で
 
振
舞
へ
ば
 
そ
れ
で
い
 

k 
の
で
す
。
 
彼
が
^
 
す
る
 
の
は
铋
 
取
で
 

あ
り
、
 
與
へ
 
る
の
 
は
 奪
 ふ
 事
で
 
あ
り
、
 
而
 し
て
 
そ
の
 
度
 毎
に
 
自
己
が
 
擴
充
し
 
完
成
し
 
つ
-
行
く
 
の
 を
 肉
覺
 
し
て
、
 
誰
が
 
人
^
の
^
 
能
 

を
 信
じ
、
 
生
命
の
 
歡
喜
 
を
享
樂
 
し
て
、
 
生
の
 
肯
定
 
者
で
 
な
い
で
 
ゐ
ら
れ
 
ま
せ
う
。
 

か
く
 
自
己
の
 
み
 を
 本
位
と
 
し
た
 
生
活
が
、
 
現
在
の
 
社
會
 
生
活
に
 
ど
ん
な
 
形
 を
 
取
っ
て
 
影
響
す
 
る
か
 
は
、
 
^
^
に
 
逆
^
—
 
が
た
い
^
:
 

題
で
 
は
あ
り
 
ま
す
が
、
 

私
 は
 私
と
 
し
て
、
 
そ
の
 
影
響
が
 
必
 す
社
會
 
を
 
正
當
な
 
進
路
に
 
導
く
 
と
^
す
る
 
の
で
す
。
 
人
^
の
-
 
し
い
^
^
 

—
—
 
そ
れ
が
 
第
一
 
諦
 で
す
。
 
人
間
の
 
正
し
い
 
生
活
 
は
 
正
し
く
し
て
 
腐
 な
る
 
木
 能
に
 
よ
っ
て
 
導
か
せ
る
 
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

そ
の
 
は
め
 

に
 旣
定
の
 
制
度
 
組
織
が
 
危
地
に
 
陷
り
、
 
破
 壞
を
結
 
栗
し
て
も
、
 
大
し
て
 
驚
く
 
に
 は
 常
ら
な
い
^
 
で
す
、
 
我
等
の
 
人
 
化
の
 
s
:
^
 
に
 は，：： 

己
と
 
他
 己
と
の
 
無
機
 
的
な
 
交
涉
 
か
ら
 
生
ま
れ
 
出
た
 
生
命
の
 
な
い
 
瓦
礫
が
 
餘
 り
に
 
餱
雜
 
に
散
亂
 
し
て
 
ゐ
 ま
.
^
。
 
か
、
 
る
 

は
 
遂
に
^
 

疫
を
 
以
て
 
人
間
 
を
蕩
盡
 
し
ま
す
。
 
我
等
の
 
生
活
 
は
 美
し
い
 
言
葉
 
や
 綱
領
で
 
律
せ
ら
れ
 
る
に
 
は
餘
 
り
に
 
緊
迫
し
て
^
 
太
で
す
。
 

內
 
己
の
 

溺
愛
 
 
こ
の
 

一 昆
 醜
く
 
慾
 深
く
 
思
へ
 
る
 一一 一一 口 葉

が
 
眞
に
 
人
間
の
 
欲
求
で
 
あ
り
 
本
能
で
あ
る
な
ら
 
ば
、
 
我
等
 
は
、
 
そ
の
.
 U
 お
に
；
 

る
 

習
俗
 
的
な
 
厭
 惡
を
乘
 
り
 
越
え
て
、
 
そ
の
上
に
 
我
等
の
 
生
活
 
を
 建
て
 
上
げ
ね
ば
 
な
り
ま
す
ま
い
。
 

こ
れ
が
 
私
の
 
哲
學
 
で
す
。
 

さ
て
 
か
く
 
歸
納
 
さ
れ
た
 
哲
舉
 
か
ら
 
出
發
 
し
て
、
 
人
間
 
生
活
の
 
諸
 部
門
 
を
觀
察
 
批
判
す
 
る
の
 
は
、
 
私
と
 
し
て
 
1
 ハ 味
^
く
 
は
つ
 
人
お
 
な
 

事
で
あ
り
ま
す
 
が
、
 
ま
だ
 
そ
れ
だ
け
の
 

備
も
 
有
せ
す
、
 
且
つ
 
出
過
ぎ
た
 
事
で
す
 
か
ら
、
 
以
下
^
に
 
私
の
 
關
 係
し
て
 
ゐ
る
文
 
藝
の
方
 

自
我
の
 
考
察
 
 

三
 
； ； 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

三
】
 
四
 

面
に
 

對
 

し
て
 

具
 

體
 

的
に
 

一
 

言
 

を
 

費
す
 

に
と
^
め
 

よ
う
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

そ
れ
 

は
 

私
の
 

藝
 

術
が
 

如
何
に
し
て
 

生
ま
れ
る
 

か
の
 

解
釋
 

に
も
な
 

り
ま
す
 
か
ら
。
 

科
擧
の
 
勃
興
が
 
促
し
た
 
近
代
 
藝
術
界
 
の
 著
明
な
 
現
象
が
 
寫
實
 
主
義
 
自
然
主
義
の
 
發
生
 
で
あ
る
 
事
 は
 勿
論
で
す
。
 
理
智
派
 
若
し
く
は
 

浪
漫
派
の
 
如
き
 
諸
 傾
向
に
 
よ
っ
て
 
率
 ゐ
ら
れ
 
て
ゐ
た
 
十
八
 
世
紀
の
 
文
藝
 
は
、
 
そ
の
外
 
容
の
 
典
麗
、
 
優
雅
、
 
激
越
、
 
壯
大
 
で
あ
っ
た
 
に
も
 
係
 

は
ら
す
、
 
我
等
の
 
地
上
 
生
活
と
 
は
 或
る
 
點
で
 
筢
緣
 
せ
ら
れ
、
 
近
代
の
 
生
活
苦
の
 
體
驗
 
者
か
ら
 
見
る
 
と
、
 
ど
う
し
て
も
 
物
 足
ら
な
い
 
缺
 

陷
が
 
あ
り
ま
し
た
。
 
卽
 ち
充
實
 
し
た
 
實
感
を
 
伴
っ
て
 
来
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

そ
の
 
時
に
 
科
擧
の
 
見
地
に
 
立
脚
し
て
 
起
っ
た
 
の
が
、
 
ゾ
ラ
 

に
よ
っ
て
 高
調
さ
れ
 た寫
實
 主
義
 や、 ゴ ンク. I ル、 フ E! 1 ベ ル に

よ
っ
て
 主
張
さ
れ
 た 自
然
主
義
で
す
。
 要す
る
に
 こ
れ
ら
の
 主 

義
の
 
成
就
し
ょ
う
 
と
し
た
の
 
は
 自
然
 
を
し
て
 
自
然
 
を
 
語
ら
し
 
め
る
 
事
で
し
た
。
 
自
然
の
 
再
現
で
し
た
。
 
併
し
 
誰
で
も
 
考
 
へ
つ
 
く
や
う
 

に
、
 
藝
術
 
的
に
 
自
然
 
そ
の
 
ま
、
 
を
 再
現
し
 
よ
う
と
い
 
ふ
 努
力
 
ほ
ど
 
馬
鹿
ら
し
い
 
效
果
 
の
な
い
 
努
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
自
然
 
を
 そ
の
 
ま
 

ま
 
再
現
す
 
る
 積
り
 
な
ら
、
 
繪
畫
 
に
よ
る
よ
り
も
 
寫
眞
 
に
よ
る
 
方
が
 
よ
り
 
安
全
で
 
着
實
 
で
す
。
 
然
し
 
寫
眞
 
の
發
 
達
し
た
 
今
日
で
 
も
 矢
 張
 

り 
繪
晝
の
 
重
視
さ
れ
 
る
譯
は
 
何
故
で
 
せ
う
。
 
そ
れ
 
は
 繪
畫
の
 
後
に
 
は
、
 
自
然
か
ら
 
も
寫
眞
 
か
ら
 
も
 窺
 は
れ
な
い
 
藝
術
 
家
の
 
氣
稟
が
 
窺
 

は
れ
る
 
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ
ん
 
か
。
 

更
に
い
 
ふ
べ
き
 
事
 は
、
 
自
然
主
義
の
 
根
柢
 
を
 爲
す
觀
 
念
は
眞
 
に
よ
っ
て
 
現
象
 
を
摑
 
ま
う
 
と
す
る
 
一
事
で
す
。
 
然
し
 
眞
と
 
い
ふ
 
も
の
 

を
よ
 
く
考
 
へ
て
 
毘
 
る
と
、
 
そ
れ
 
は
 流
動
 
一
瞬
 
も
已
む
 
事
な
 
き
 現
象
 
を
假
 
り
に
 
固
定
し
て
 

一
 つ
の
 
概
念
に
 
ま
と
め
た
 
そ
の
 
結
果
に
 
過
ぎ
 

な
い
 
事
 を
 知
る
 
で
せ
 
う
。
，
 
現
象
が
 
本
體
 
で
あ
る
な
ら
ば
、
 
眞
と
は
 
そ
の
 
假
象
 
に
過
ぎ
な
い
 
の
で
す
。
 

こ
の
 
眞
 と
い
 
ふ
假
 
象
の
 
鏡
に
 
映
 

じ
た
 

自
然
が
 

自
ら
 

活
力
 

の
な
い
 

硬
ば
 

つ
 

た
 

像
 

を
 

鏡
面
 

に
 

作
る
 

の
 

は
 

自
明
の
理
で
す
。
 

私
 は
 眞
が
藝
 
術
 を
 作
る
 
の
で
 
は
な
い
 
と
 
思
 ふ
。
 
藝
術
 
家
の
 
氣
稟
 
が
卽
ち
 
愛
が
 
自
然
の
 
中
か
ら
 
或
る
 
對
象
を
 
切
り
取
っ
て
 
藝
術
を
 
氤
 

め
る
 
の
 だ
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
藝
 術
が
 
本
當
の
 
愛
か
ら
 
生
ま
れ
た
 
も
の
な
ら
 
ば
、
 そ
れ
が
 
眞
 で
あ
る
べ
き
 
害
 だ
"
 卽
 
ち
實
感
 
的
で
 
本
 當
の
意
 



味
の
 

客
觀
 

性
を
備
 

へ
た
 

も
の
 

だ
と
 

信
す
 

る
の
で
 

あ
り
ま
す
。
 

だ
か
ら
 

諸
君
が
 

す
ぐ
 

推
知
さ
れ
 

る
 

や
う
に
、
 

眞
は
 

動
機
で
 

は
な
く
 

し
て
 

結
果
で
 

あ
る
の
で
 

す
。
 

眞
が
藝
 

術
 

を
 

生
む
 

の
で
 

は
な
く
、
 

藝
 

術
が
 

眞
を
 

生
む
 

の
で
す
。
 

換
言
す
れ
ば
、
 

愛
が
^
 

術
^
 

を：
. 

父 
配
す
 

る
 

力
 

で
、
 

眞
は
藝
 

術
 

家
が
 

支
配
す
 

る
 

力
な
の
で
 

す
。
 

こ
-
に
 

自
然
主
義
の
 

主
張
 

は
 

本
末
 

顚
倒
を
 

演
じ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

お
 

名
な
 

話
で
す
 

が
、
 

お
 

家
の
 

主
觀
 

を
絕
對
 

に
担
絕
 

す
る
 

の
 

を
 

主
張
し
た
 

自
然
主
義
の
 

作
家
 

フ 
n 

1 
ベ
 

ル
が
、
 

そ
の
 

代
表
作
 

「
ボ
、
 

、
ヮ
リ
 

I 
夫
人
」
 

を
脫
 

稿
し
た
 

時
、
 

作
家
 

自
ら
 

作
 

中
の
 

人
物
に
 

動
か
さ
れ
て
 

號
哭
 

し
た
と
 

い
ふ
 

事
で
す
。
 

こ
れ
 

は
フ
 

口 
ー 

ベ
ル
が
 

自
分
の
 

现
窟
 

か
ら
 

剡
り
 

出
し
た
 

主
 

以
上
に
 

如
何
に
 

藝
術
 

家
で
あ
っ
た
 

か
の
 

よ
い
 

證
據
 

で
す
。
 

ボ
ブ
 

ー 
リ 

夫
人
が
 

如
何
に
 

作
^
 

.e
n 

身
で
あ
っ
た
 

か
の
 

よ
い
 

設
據
 

で
す
。
 

實
際
 

自
然
 

を
 

親
切
に
 

見
極
め
よ
う
 

と
す
れ
ば
 

す
る
 

程
、
 

人
 

は
 

自
然
 

を
 

愛
せ
す
 

に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

ま
せ
ん
。
 

自
然
 

を
 

ft
: 

已
の
 

内
に
 

k
 

り 
入
 

れ
て
、
 

そ
の
 

中
に
 

生
活
せ
 

す
に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

ま
せ
ん
。
 

然
る
に
 

自
然
主
義
の
 

作
家
 

は
こ
の
 

大
 

な
る
^
^
 

を
强
 

ひ
て
 

無
視
し
て
，
 

科
^
の
 

固
定
 

的
な
 

靜
學
 

的
な
 

見
方
に
 

殉
 

じ
ょ
う
と
し
 

た
の
で
す
。
 

又
 

文
藝
の
 

一 
主
潮
と
 

し
て
 

藝
術
 

卽
ち
藝
 

術
の
 

主
張
が
 

あ
り
ま
す
。
 

こ
の
 

中
に
は
 

二
つ
の
 

考
へ
 

方
が
 

あ
り
ま
す
。
 

一
 

つ
 

は
 

人
^
が
 

お
 

術
 

を
 

作
る
 

の
で
 

は
な
く
、
 

藝
 

術
が
 

人
生
 

を
 

作
る
 

の
 

だ
と
い
 

ふ
 

ォ
ス
カ
 

1-
 

ワ
イ
ル
ド
 

等
の
 

主
張
で
 

あ
り
、
 

一
 

つ
 

は
お
 

術
 

は
 

何
等
の
 

笫
ニ
 

次
 

的
な
 

目
的
 

を
 

有
す
る
 

も
の
で
 

な
く
、
 

表
現
 

そ
の
 

も
の
 

i 
中
に
 

價
値
を
 

求
む
べ
き
 

も
の
 

だ
と
い
 

ふ
ァ
 

ラ
ン
 

っ
ホ
ー
 

ゃ
モ
 

ン.
 

パ
 

ル
 

ナ
チ
 

ス
 
の
 詩
人
 
等
の
 
主
張
で
あ
り
ま
す
。
 

私
 

は
 

前
の
 

方
の
 

主
張
に
 

對
 

し
て
 

は
 

栢
當
の
 

共
鳴
 

を
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

ま
せ
ん
。
 

そ
れ
 

は
畢
 

竞
侗
 

性
の
^
^
と
 

い
ふ
：
^
 

を、
 

に
お
.
^
 

る
に
 

等
し
い
 

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
 

と
 

同
時
に
 

生
活
が
 

藝
術
を
 

生
む
 

事
 

も
 

肯
定
し
 

な
い
で
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

ま
せ
ん
。
 

少
く
 

と
も
 

今
の
^
:
 

にに
. 

て
藝
 

術
が
 

そ
れ
だ
け
の
 

大
膽
な
 

主
張
 

を
 

人
生
に
 

な
さ
ん
 

と
す
る
 

の
 

は
、
 

そ
の
 

主
張
の
 

內
容
を
 

穴
 

r- 
疎
に
 

す
る
と
 

忍
 

ひ
ま
す
。
 

^
術
に
 

ハ
 

づ
 

さ
は
る
 

程
の
 

も
の
 

は
 

そ
の
 

藝
術
を
 

以
て
 

人
生
 

を
 

創
造
し
 

得
る
 

と
い
 

ふ
實
カ
 

あ
る
 

自
信
に
 

達
し
た
 

の
で
 

あ
る
が
、
 

そ
れ
 

は
現
狀
 

に
つ
 

い
て
 

見
る
 

と
 

滅
多
に
 

は
い
 

へ
な
い
 

言
葉
で
す
。
 

き
 

我
 

の 
考
察
 
 

II
 

二
 

五
 



有
 
島
 
武
郎
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

三
 
一 六

 

第
二
の
、
 
藝
術
は
 
表
現
の
 
み
と
い
 
ふ
觀
念
 
は
、
 私
に
 
は
 如
何
に
し
て
も
 
同
意
 
出
來
 
な
い
 
所
で
す
。
 
希
 臘
人
は
 
そ
の
 
盛
ん
な
 
生
に
 
對
す
 

る
 執
着
と
 
讃
美
と
 
か
ら
、
 
完
全
な
 
人
體
の
 
彫
刻
 
を
 
成
就
し
て
 
人
類
 
1
 に
お
の
 
絡
 美
な
 
記
念
碑
 
を
 創
り
 
ま
し
た
。
 
併
し
 
そ
の
 
表
現
ば
 
か
り
 

を
 
探
り
 
入
れ
た
 
カ
ノ
 

ー 
バ
 
ー 
ゃ
ト
 

ー 
ル.、 ワ

ル
ド
 
セ
 
ン 

の
 作
物
 
は
ど
う
で
 
せ
う
。
 
あ
の
 
端
；
 歷
な
 
形
體
の
 
後
に
 
潜
む
 
空
虚
 
は
 人
 を
し
て
 
美
 

姬
を
 
放
ち
 
去
っ
た
 
後
宮
 
を
 思
 は
せ
 
ま
す
。
 
表
現
 
は
 畢
竟
 
主
體
 
で
す
。
 

、
王
體
 な
く
し
て
 
表
現
の
 
あ
ら
う
 
害
が
 
あ
り
ま
せ
ん
。
 
表
現
 
を
 高
 

調
し
ょ
う
 
と
す
る
 
の
 は
 取
り
 
も
 
直
さ
す
 
主
體
を
 
高
調
す
 
る
 事
で
す
。
 
表
現
主
義
と
 
い
ふ
 
名
の
 
空
虚
な
 
の
 は
，
 
そ
の
 
主
張
者
の
 
侗
 性
の
 

分
散
の
 
い
た
ま
し
 
さ
 
を
 
語
る
 
に
 外
な
ら
 
な
い
 
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

近
頃
 
や
か
ま
し
く
 
云
 は
れ
 
出
し
た
 
傳
統
 
主
義
と
 
云
 ふ
 も
の
 
も
價
 
値
の
 
薄
い
 
も
の
で
 
は
な
い
 
か
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
傅
 統
と
は
 
要
す
る
に
 

過
去
の
 
生
活
 
を
 整
理
し
た
 
結
果
で
す
 

C 
過
去
が
 
現
在
の
 
生
活
に
 
力
 を
 
及
ぼ
す
 
程
度
 
は
 
現
在
の
 
生
活
の
 
カ
强
 
さ
に
 
反
比
例
し
 
ま
す
。
 
現
 

在
の
 
生
活
が
 
强
 
け
れ
ば
 
强
ぃ
 
程
、
 
過
去
の
 
現
在
に
 
對
 し
て
 
有
す
る
 
力
 
は
 減
少
し
 
ま
す
。
 
(
こ
の
 
詳
し
い
 
事
 は
 
メ
タ
 

ー 
リ
ン
ク
の
 

「
死
 

--ノ V* 
つ i 

後
の
 
生
活
」
 
を
 
讀
ん
で
 
下
さ
い
。
)
 
だ
か
ら
 
過
去
 
は
 愛
の
 
目
 
ざ
め
 
を
 促
す
 
力
 
を
 持
っ
て
 
は
ゐ
 
ま
せ
う
 
が
、
 
愛
の
 
撰
 充
に
は
 
力
が
 
あ
り
ま
 

せ
ん
。
 

否
、
 
愛
 は
 寧
ろ
 
傳
統
を
 
打
ち
破
っ
て
、
 
獨
自
 
性
を
發
 
揮
し
ょ
う
 
と
す
る
 
傾
向
 
を
 持
っ
た
 
も
の
で
す
。
 
畢
竟
 
傳
統
は
 
愛
の
 
食
料
 

で
す
。
 
愛
 を
 支
配
す
 
る
 力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

か
く
 
論
じ
て
 
來
 
つ
て
、
 
そ
の
 
跡
に
 
残
さ
れ
た
 

一
 つ
の
 
問
題
 
は
、
 
藝
術
家
 
を
 背
景
と
 
す
る
 
藝
 術
で
あ
り
ま
す
)
 
藝
術
 
は
藝
術
 
家
の
 
個
 

性
が
 
生
み
出
す
べ
き
 
も
の
 
だ
と
い
 
ふ
 主
張
で
あ
り
ま
す
。
 

而
 し
て
 
私
 は
 愛
己
と
 
い
ふ
 
自
分
の
 
哲
學
 
か
ら
こ
の
 
主
張
に
 
同
感
す
 
る
 も
の
 

で
す
。
 
藝
術
的
 
作
品
 
は
 要
す
る
に
 
藝
術
 
家
の
 
愛
の
 
過
剩
 
が
さ
せ
る
 
粱
 で
す
。
 
藝
術
 
家
の
 
自
己
と
 
そ
の
 
所
有
と
 
が
 生
み
出
す
 
結
果
が
 
作
 

品
 と
な
る
 
の
で
あ
り
ま
す
。
 

唯
玆
で
 
問
題
な
 
の
 は
藝
術
 
家
の
 
愛
が
 
ど
れ
 
程
廣
く
 
深
く
 
高
い
 
か
と
い
 
ふ
 事
で
す
。
 
卽
ち
藝
 
術
 家
が
 
ど
れ
 
程
 人
間
の
 
生
活
 
を
 自
分
の
 

中
で
、
 
嗨
 み
し
め
、
 
同
化
し
、
 
生
活
し
て
 
ゐ
 
る
か
と
 
い
ふ
 
事
で
あ
り
ま
す
。
 

藝
 術
の
 
表
面
に
 
藝
術
 
家
が
 
顔
 を
 出
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
が
惡
ぃ
 



の
で
な
 
く
、
 
醜
い
 
低
い
 
狹
ぃ
藝
 
術
 家
が
 
顏
を
 
出
し
て
 
ゐ
る
 
の
が
 
惡
 
い
の
で
す
。
 

人
 
は
往
々
 
こ
の
 
區
^
 
を
 誤
っ
て
 
作
品
か
ら
 
藝
 術
^
が
 

顏
を
 
引
つ
 
こ
め
る
 
よ
う
に
と
 
要
求
し
 
ま
す
。
 
寧
ろ
、
 
顔
 を
 美
し
く
 
し
て
 
現
 は
れ
 
出
ろ
 
と
 要
求
す
べ
き
 
な
の
で
す
 
の
に
。
 

以
上
の
 
言
葉
 
は
 私
が
 
自
分
で
 
自
分
 
を
 鞭
つ
 
言
葉
で
す
。
 

私
 は
、
 
こ
の
 
標
準
に
 
照
し
て
、
 
誇
り
顔
に
 

「
我
が
 
藓
 術
を
兑
 
よ
.
 一 と

^
^
 

の
 前
に
い
 
ひ
 得
な
い
 
事
 を
恥
ぢ
 
ま
す
。
 
然
し
 
私
 は
こ
の
 
難
澀
な
 
標
準
に
 
よ
っ
て
 
自
己
の
 
道
 を
^
 
拓
 す
る
 
外
 を
 知
り
ま
せ
ん
。
 
諸
^
が
 

き 
だん 

私
の
 
作
物
 
を
 顧
み
て
 
下
さ
る
 
や
う
な
 
事
が
 
あ
っ
た
 
時
、
 
忌
憚
の
 
な
い
 
敎
示
 
を
與
 
へ
て
 
下
さ
れ
ば
 
非
常
に
 
難
 有
く
^
 
ふ
で
せ
 
う
。
 

へ
 I 九

 
一 七

 年
 十
 
一 

十
 n、 

札
幌
 
北
お
^
 
帝
ン
 

V 國
大
學
 
^
科
 
人
お
 
辯
^
 
部
^
^
^
に
 
於
て
 

)
 



有
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一一
 

一
一
」
 

ロ
ダ
ン
 

先
生
の
 

藝
 

術
の
 

背
景
 

白
樺
 

社
が
 

丁
度
 

n 
ダ
ン
 

先
生
の
 

七
十
の
 

年
 

を
 

記
念
し
て
 

翁
に
 

祝
詞
 

を
 

送
っ
て
，
 

そ
し
て
 

先
生
か
ら
 

三
つ
の
 

作
品
 

を
 

好
意
 

を
 

も
っ
て
 

贈
っ
て
 

下
さ
っ
た
、
 

そ
の
 

時
か
ら
 

旣
に
七
 

年
に
な
る
。
 

そ
の
 

當
時
 

ロ
ダ
ン
の
 

名
 

は
 

日
本
に
 

於
て
 

餘
 

り
に
 

多
く
 

知
ら
れ
て
 

居
な
か
っ
た
。
 

そ
え
 

か
こ
の
 

七
 

年
の
 

間
に
 

少
し
く
 

敎
 

養
の
 

あ
る
 

人
 

は
 

誰
も
 

知
ら
な
い
 

も
の
.
，
 

な
い
 

迄
に
 

擴
 

が
っ
た
 

の
 

は
、
 

一 
面
に
 

於
て
 

確
か
に
 

先
生
 

の
 

偉
大
 

さ
 

を
 

語
っ
て
 

居
る
 

も
の
と
 

思
 

ふ
。
 

自
分
 

は
 

パ
リ
に
 

ご
く
 

暫
く
 

滯
 

在
し
て
 

居
た
 

際
に
 

ル
ク
 

サ
ン
 

ブ
 

I 
ル
 

美
術
館
で
 

「
黄
金
時
代
」
、
 

「
セ
ン
ト
.
 

ヨ
ハ
ネ
」
、
 

「
ダ
ネ
 

I 
デ
」
 

の
 

三
 

作
品
と
、
 

そ
え
か
ら
 

パ
 

ン 
テ
オ
ン
の
 

階
段
の
 

下
に
 

立
っ
て
 

ゐ
る
 

「
 

考
 

へ
る
 

人
」
 

と
 

を
 

昆
 

た
に
 

過
ぎ
な
い
。
 

そ
れ
に
 

未
だ
 

先
生
の
 

傳
記
 

と
か
 

著
作
 

等
 

を
 

研
究
 

的
に
 

讀
ん
だ
 

事
が
な
い
 

か
ら
、
 

私
の
 

說
く
 

と
こ
ろ
 

は
 

或
は
 

獨
斷
に
 

流
れ
る
 

恐
れ
が
 

あ
る
か
 

も
 

知
れ
な
い
 

o 

さ
て
 

先
生
の
 

偉
大
 

さ
が
 

何
處
 

に
あ
る
 

か
、
 

自
分
の
 

揣
 

摩
し
た
 

と
こ
ろ
に
 

依
れ
ば
 

先
生
 

は
 

第
一
 

そ
の
 

性
格
の
 

根
柢
に
 

於
て
 

純
 

竽
の
弗
 

蘭
 

西
 

人
で
 

あ
つ
た
と
 

思
 

ふ
。
 

卽
ち
 

中
世
 

期
に
 

美
し
い
 

華
 

を
 

開
い
た
 

ゴ
シ
ッ
ク
 

文
化
 

を
 

生
み
出
し
た
 

ゴ
 

ー 
ス
 

人
の
 

血
液
 

を
 

S
 
 

く
に
ず
 

け
 

つ
い
だ
 

藝
術
 

ま
た
と
 

思
 

ふ
。
 

私
 

は
 

そ
こ
に
 

先
生
の
 

藝
 

術
の
 

根
 

抵
の
强
 

味
が
 

撗
 

は
っ
て
 

居
る
 

と
 

思
 

ふ
。
 

ー
體
第
 

十
六
 

世
紀
 

以
來
 

紀
 

迄
の
 

歐
羅
 

巴
の
 

持
っ
て
 

ゐ
た
 

文
明
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
、
 

つ
ま
り
 

文
藝
 

復
興
 

期
の
 

文
化
の
 

進
 

運
に
 

對
 

し
て
、
 

ど
れ
 

だ
け
の
 

價
値
を
 

要
求
 

し
 

得
る
 

カ
を
考
 

へ
て
 

見
る
 

の
に
、
 

文
藝
 

復
興
 

期
の
 

運
動
 

は
 

要
す
る
に
 

ギ
リ
シ
ャ
 

文
化
の
 

輸
入
で
 

あ
る
。
 

と
こ
ろ
が
 

一
 

つ
の
 

文
化
な
る
 

も
の
 

は
 

そ
の
 

生
み
出
さ
れ
 

た
る
 

民
衆
 

を
俟
 

つ
て
 

始
め
て
 

完
全
な
る
 

有
機
的
の
 

發
展
を
 

遂
げ
 

得
る
 

の
で
 

あ
る
。
 

從
 

つ
て
 

或
る
 

民
族
が
 

1 
つ
の
 

文
化
の
 

生
み
出
し
た
 

そ
の
 

文
化
 

を
 

他
の
 

全
く
 

異
 

つ
た
 

民
衆
に
 

移
し
 

植
 

ゑ
て
、
 

そ
れ
に
 

本
然
の
 

文
化
の
 

有
機
的
な
る
 

發
 

達
を
庶
 

幾
し
ょ
う
 

と
 

思
 

ふ
の
 

は
 

不
可
能
の
 

こ
と
で
 

あ
る
。
 

し
か
し
て
 

文
藝
 

復
興
の
 

運
動
 

は
、
 

つ
ま
り
 

伊
太
利
、
 

弗
瞎
西
 

等
の
 

種
疾
 

が
、
 

ギ
リ
 



シ
ャ
 
種
族
の
 
生
み
出
し
た
 
文
化
 
を
 輸
入
し
、
 
再
興
し
、
 
生
長
 
さ
せ
よ
う
 
と
し
た
 
努
力
な
 
の
で
 
あ
る
。
 

が
、
 
今
 も
 
一- ムふ

 
如
く
、
 
ラ
テ
ン
 

民
族
と
 
云
 
ふ
 種
族
の
 
上
に
、
 
ギ
リ
シ
ャ
 
民
族
と
 
云
ふ
異
 
つ
た
 
民
衆
の
 
生
み
出
し
た
 
文
化
が
、
 
有
機
的
な
 
狀
 態
で
 
接
が
れ
 
£
 
る
^
 
は
な
 

い
。
 
だ
か
ら
 
文
藝
 
復
興
の
 
運
動
 
は
 
一
時
 
非
常
な
 
勢
で
 
歐
洲
の
 
全
土
 
を
 席
捲
し
た
 
に
も
 
拘
 は
ら
す
、
 
十
七
 
八
 世
紀
に
 
至
っ
て
 
は
 漸
く
^
 

マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
 
 

レ 
た
づ
 
 

， 

生
命
 
を
 
失
っ
て
、
 
そ
し
て
 
一
種
の
 
型
 
に
墮
 
落
し
て
 
し
ま
っ
た
。
 
そ
し
て
 
徒
ら
に
 
精
神
の
 
な
い
、
 
形
骸
の
 
み
が
 
傳
 
へ
ら
れ
た
。
 

こ
の
 
半
世
紀
の
 
狀
 態
か
ら
 
生
き
 
還
へ
 
ら
う
と
 
云
 
ふ
 努
力
が
 
十
八
 
世
紀
の
 
末
か
ら
 
社
會
の
 
諸
方
^
に
 
現
 は
れ
て
 
來
た
。
 

n ダ
ン
 
も
乂
 

こ
の
 
叛
逆
 
的
 運
動
の
 
頭
目
と
 
目
 
さ
る
べ
き
 
人
で
 
あ
る
。
 
そ
し
て
 
如
何
な
る
 
點
に
 
於
て
 
文
 藝
復
與
 
期
の
 
末
世
の
 
悲
境
か
ら
 
遁
れ
 
出
た
 
か
 

と
云
幺
 
と
、
 
自
分
の
 
中
に
 
有
っ
て
 
居
る
 
と
こ
ろ
の
 
血
液
 
を
强
 
く
、
 
深
く
、
 
高
く
 
働
か
せ
る
 
こ
と
に
よ
っ
て
 
そ
れ
 
を
 成
就
し
た
 
の
で
 
あ
 

ちん
せん
 

る
。
 
と
 
云
 ふ
の
 
は
 ゴ
シ
ッ
ク
 
藝
 術
が
 
生
ま
れ
 
出
た
 
そ
の
 
精
神
に
 
自
分
が
 
沈
潜
し
て
、
 
そ
し
て
 
そ
こ
か
ら
 
藝
術
を
 
生
み
出
し
 
た
の
で
 
あ
 

る
。
 
そ
し
て
 
あ
の
 
ゴ
シ
ッ
ク
 
藝
 術
の
 
特
徵
 
で
あ
る
 
執
拗
な
 
程
に
 
理
智
 
的
で
 
あ
る
く
 
せ
に
、
 
又
 非
常
に
 
理
想
的
な
、
 
そ
し
て
 

り
 

す
ぐ
れ
て
 
勝
っ
た
 
と
こ
ろ
の
 
藝
 術
が
 
生
ま
れ
て
 
來
た
。
 

し
か
し
、
 
も
し
 
こ
れ
で
 
止
ん
だ
な
ら
ば
 
先
生
 
は
 
一 侗
暗
黑
 
時
代
の
 
ゴ
 
シ
ッ
ク
 
文
化
の
 
復
興
^
と
 
云
 ふ
に
 
と
^
ま
っ
た
 
ら
う
 
け
れ
ど
 

も
，
 

一
度
 文
藝
 
復
興
 
期
と
 
云
 
ふ
 時
勢
の
 
洗
禮
を
 
受
け
た
 
先
生
 
は
、
 
そ
の
 
復
興
 
期
 を
 生
み
出
し
た
 
ギ
リ
シ
ャ
 
文
化
の
 
藝
 術
に
 
迴
る
ュ
 

5" 

も
 有
し
て
 
居
た
。
 
そ
し
て
 
先
生
に
 
於
て
 
极
强
き
 
ゴ
シ
ッ
ク
 
藝
術
は
 
美
し
い
 
ギ
リ
シ
ャ
の
 
生
命
 
慾
に
 
よ
っ
て
 
埒
れ
、
 
衣
せ
ら
れ
、
 

肉
づ
 

そな へ もの 

け
ら
れ
た
。
 
そ
こ
が
 
先
生
の
 
藝
 術
の
 
新
し
い
 
時
代
に
 
捧
げ
た
 
一
番
 大
き
な
 
供
物
で
 
は
な
い
 
か
と
 
思
 
ふ
。
 
そ
し
て
 
そ
こ
か
ら
 
新
し
い
 
時
 

代
が
 
幾
多
の
 
餘
慶
を
 
受
け
て
、
 
新
し
い
 
藝
術
を
 
生
み
出
し
た
。
 
か
く
て
 
先
生
 
は
來
 
る
べ
き
 
多
望
な
 
藝
術
的
 
運
動
の
 
大
き
な
 

一 つ
の
^
 

頭
 を
な
 
す
に
 
至
っ
た
 
の
 だ
。
 
(
談
話
)
 

へ
 一
九
 

一 
七
^
 
十
二
 
 n-ン 

〈
「
中
 

央
 

类
 

術
」
 

所
 

E
 

0 ダ
ン
 
先
生
の
 
藝
 術
の
 
背
景
 
 

三
 
一
九
 





九
 
一
八
 
年
 

藝
術
家
 

を
 

造
る
 

も
の
 

は
 

所
謂
 

實
 
生
活
に
 
非
ず
 
 

. 

生 田 
長
江
 

氏
が
 

私 を 
批
評
し
て
、
 

「パ
 

ンと
 

牛
乳
ば
 

か
り
 

喰
っ
て
 

ゐて
 

胃
の
 

强
さ
を
 

誇
る
 

人 
だ」
 

と 
云
っ
た
 

とい
 

ふ 新
^
の
 

雑
報
 

を 

わ
ざ
く
 
送
っ
て
 
よ
こ
し
て
 
く
れ
た
 
友
達
が
 
あ
る
。
 
生
 田
 氏
が
 
こ
の
 
言
葉
 
を
 
吐
い
た
 
か
 如
何
 
か
 は
 知
ら
な
い
。
 

又
 そ
の
 
記
^
 
を
^
つ
 

て
よ
 
こ
し
た
 
友
達
の
 
心
 持
 も
 分
ら
な
い
。
 
然
し
 
そ
の
 
記
事
の
 
內
容
は
 
私
 を
ぎ
 
く
り
と
 
さ
せ
た
。
 
何
故
な
ら
、
 
衣
食
の
 
問
題
に
 
絶
え
す
 

頭
を
惱
 
ま
し
て
 
ゐ
 な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
社
會
大
 
多
數
の
 
人
々
 
か
ら
 
見
る
 
と
、
 
私
の
 
踏
ん
で
 
來
た
實
 
生
活
 
は
 消
化
さ
れ
^
 
ぃ
パ
 
ン
と
卞
 

乳
ば
 
か
り
で
 
育
ち
 
上
っ
た
 
や
う
な
 
生
活
 
だ
か
ら
で
 
あ
る
。
 
私
 は
 社
會
の
 
大
多
数
の
 
人
々
 
に
 向
っ
て
 
こ
ん
な
 
偶
然
な
 
安
^
な
^
 
活
を
送
 

る
の
 
を
濟
 
ま
な
く
 
思
っ
て
 
ゐ
る
。
 
他
人
か
ら
 
私
の
 
こ
ん
な
 
境
遇
 
を
 
指
摘
さ
れ
 
る
と
 
私
 は
 何
時
で
も
き
 
く
り
と
す
 
る
。
 
こ
ん
な
 
生
活
が
 

人
の
 
心
に
 
ぴ
っ
た
り
と
 
密
着
す
 
る
 藝
術
を
 
生
み
出
す
 
爲
 
め
に
 
は
 非
常
に
 
損
な
 
生
活
で
 
あ
る
と
 

い
ふ
 
否
む
 
事
の
 
出
來
 
な
い
 

ハ
 
ン， テ

ィ
 

わ づ
ら
は
 
 

つく 

キ
ャ
ッ
プ
が
 
あ
る
と
 
共
に
、
 
今
日
々
 

々 
に
累
 
さ
れ
す
 
に
、
 
し
っ
く
り
 
落
ち
着
い
て
 
立
派
な
 
も
の
 
を
 創
 り
^
る
 
餘
 裕
を
與
 
ふ
べ
き
^
 
だ
と
 

い
ふ
 
事
實
 
は
、
 
私
の
 
今
ま
で
の
 
仕
事
 
を
 
あ
ま
り
 
慘
 め
な
 
も
の
に
し
 
て
し
 
ま
ふ
、
 
私
 は
 私
に
 
與
 
へ
ら
れ
た
 
生
活
の
 
餘
裕
を
 
ど
れ
^
 
亂
^
 

に
 浪
費
し
て
 
來
 た
ら
う
 
と
 
思
 ふ
と
 
苦
し
く
な
る
。
 

こ 
の
點
 
に
な
る
 
と
 
私
 は
 誰
に
 
詫
び
る
 
よ
り
も
 
E
 分
 自
身
に
 
膝
 を
つ
 
い
て
^
び
 
た
け
 

れ
 

ば
な
ら
 

な
い
。
 
 

. 

藝
術
家
 
を 造

る
 
も
の
 
は
 所
謂
 
赏
生
沽
 
に 非
ず
 
 

H
 二
 
一 



有
：
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

ニ
ニ
 

然
し
 

バ
 

ン
と
 

牛
乳
ば
 

か
り
 

喰
っ
て
 

ゐ
 

な
が
ら
 

私
 

は
 

胃
の
 

强
さ
を
 

誇
っ
た
 

か
。
 

そ
れ
 

は
 

明
か
に
 

誣
言
で
 

あ
る
。
 

容
易
な
 

生
活
 

を
 

さ
も
 

深
刻
な
 

生
活
で
 

も
し
た
 

や
う
に
 

思
 

ひ
こ
ん
で
、
 

そ
れ
 

を
 

安
々
 

と
 

通
り
ぬ
 

け
て
 

來
 

た
の
 

を
、
 

徹
底
的
に
 

人
生
の
 

ど
ん
底
 

を
 

立
派
に
 

切
り
 

拔
 

け
て
 

来
た
 

や
う
に
 

私
 

は
 

誇
っ
た
 

か
。
 

そ
れ
 

は
 

明
か
に
 

誣
言
で
 

あ
る
。
 

私
 

は
 

今
ま
で
 

私
に
 

與
 

へ
ら
れ
た
 

生
活
 

を
 

出
來
る
 

だ
け
 

深
く
 

省
 

察
し
て
、
 

そ
の
 

中
か
ら
 

吸
 

ひ
 

取
ら
れ
る
 

だ
け
の
 

有
ら
ゆ
る
 

も
の
 

を
 

吸
 

ひ
 

取
ら
う
 

と
 

及
ば
す
な
 

が
ら
 

努
力
 

を
し
た
 

覺
ぇ
は
 

あ
る
が
、
 

そ
 

の
 

生
活
 

を
乘
り
 

越
し
た
 

が
 

故
に
、
 

こ
れ
 

見
よ
 

が
し
の
 

誇
り
 

を
 

感
じ
た
 

覺
ぇ
は
 

嘗
て
な
い
。
 

明
ら
 

さ
ま
に
 

い
は
う
。
 

こ
れ
ま
で
の
 

生
活
 

を
す
 

る
の
に
 

私
 

は
あ
り
つ
 

た
け
の
 

力
 

を
 

出
す
 

必
要
 

を
 

感
じ
な
か
っ
た
。
 

私
 

は
 

十
 

だ
け
の
 

力
が
 

あ
る
な
ら
 

六
 

位
の
 

力
で
 

生
活
し
て
 

來
 

た
。
 

若
し
 

私
が
 

十
 

だ
け
の
 

力
 

を
 

搾
り
 

盡
 

し
た
 

生
活
 

を
し
、
 

而
 

し
て
 

そ
れ
 

を
 

立
派
に
 

切
り
抜
け
て
 

ゐ
 

た
ら
、
 

そ
の
 

時
、
 

存
分
 

誇
っ
て
 

差
 

支
へ
 
な
い
 
の
 を
 私
 は
 知
っ
て
 
ゐ
る
。
 

然
し
 

信
じ
て
 

貰
 

ひ
た
い
。
 

六
 

だ
け
の
 

力
で
 

私
が
 

取
り
入
れ
た
 

實
 

生
活
 

を
 

私
 

は
 

有
る
限
り
の
 

力
で
 

省
察
し
た
 

と
い
 

ふ
 

事
が
 

出
来
る
 

G 

そ
こ
か
ら
 

の
み
 

私
 

は
 

藝
術
を
 

生
ま
う
 

と
し
て
 

ゐ
る
。
 

私
よ
り
も
 

深
刻
な
 

實
 

生
活
の
 

經
驗
を
 

持
っ
た
 

藝
術
家
 

は
當
然
 

私
よ
り
も
 

深
刻
な
 

藝
術
を
 

生
む
べ
き
 

約
束
に
 

あ
る
。
 

私
が
 

安
易
な
 

實
 

生
活
の
 

享
有
 

者
で
 

あ
り
な
が
ら
、
 

敢
 

へ
て
 

藝
 

術
に
 

關
 

は
ら
う
 

と
す
る
 

の
 

は
た
 

ビ
こ
 

の
 省
察
が
 
私
の
 
實
 生
活
の
 
缺
陷
を
 
補
 
ひ
 得
る
 
と
 信
す
 
る
か
ら
 
だ
。
 

ア
ル
プ
ス
 

を
 

旅
行
し
て
 

來
た
 

人
が
 

山
中
の
 

石
塊
 

を
 

カ
ン
ト
の
 

所
に
 

持
っ
て
来
た
。
 

カ
ン
ト
 

は
 

有
名
な
 

出
 

嫌
 

ひ
で
、
 

散
歩
の
 

區
域
ま
 

で
 

自
家
の
 

小
さ
な
 

地
積
に
 

限
っ
て
 

ゐ
 

た
と
い
 

ふ
 

程
の
 

人
 

だ
。
 

カ
ン
ト
 

は
 

そ
の
 

石
塊
 

を
 

見
な
が
ら
、
 

そ
の
 

旅
行
家
に
 

ア
ル
 

ブ
ス
の
 

景
色
 

を
 

想
像
で
 

語
り
 

は
じ
め
た
 

J 
地
 

翳
の
 

模
様
か
ら
 

山
の
 

形
狀
、
 

動
植
物
の
 

分
布
ま
で
 

眼
に
 

見
る
 

や
う
で
あ
っ
た
 

爲
め
、
 

そ
の
 

旅
行
家
 

は
 

驚
い
 

た
と
い
 

ひ
傳
 

へ
 

ら
 

れ
て
ゐ
 

る
。
 

擧
 

者
が
 

理
智
 

に
よ
っ
て
 

な
し
 

得
た
 

所
 

を
藝
術
 

家
が
 

愛
に
 

よ
つ
 

て
な
 

し
 

得
な
い
 

害
 

は
な
い
。
 



本
質
的
に
 

い
ふ
と
 

藝
術
家
 

を
 

造
る
 

も
の
 

は
 

そ
の
 

所
謂
 

實
 

生
活
で
 

は
な
い
。
 

そ
の
 

愛
の
 

强
さ
 

深
さ
 

髙
さ
 

だ
。
 

こ
の
 

平
凡
 

極
ま
る
 

$
n
 

は
屢
 

i 
誤
解
さ
れ
 

て
ゐ
 

る
。
 

愛
が
 

實
 

生
活
 

を
變
 

化
さ
せ
る
 

も
の
で
あ
る
の
に
、
 

實
 

生
活
が
 

愛
 

を
 

生
ん
だ
り
 

滅
ぼ
し
た
 

り
す
る
 

や
う
に
 

考
 

へ
ら
れ
た
り
 

說
 

か
れ
た
り
 

す
る
。
 

藝
術
家
 

は
 

他
人
 

眼
に
 

深
刻
な
 

實
 

生
活
の
 

所
有
者
で
 

あ
る
よ
り
も
 

愛
の
 

所
有
^
:
 

で
な
け
れ
ば
 

な
ら
 

な
い
。
 

兩
 

者
が
 

共
存
し
た
 

場
合
に
 

は
 

固
よ
り
 

理
想
的
で
 

あ
る
。
 

然
し
な
が
ら
 

若
し
 

そ
の
 

一 
つ
の
み
 

が
與
 

へ
ら
れ
る
 

場べ
：：
 

に
 

は
、
 

薦
 

家
 
は
た
め
ら
 
は
す
に
 
愛
 を
 要
求
す
べ
き
 
で
あ
る
。
 

然
し
 

愛
 

は
 

働
く
。
 

愛
 

は
藝
術
 

家
の
 

實
 

生
活
に
ま
で
 

働
く
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

生
活
 

を
 

愛
の
 

尺
度
に
 

よ
っ
て
，
 

化
さ
し
て
 

行
く
。
 

こ
れ
 

は
 

愛
が
 

必
す
 

成
し
遂
げ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

結
果
 

だ
。
 

私
が
 

今
ま
で
の
 

生
活
 

を
 

十
 

だ
け
の
 

力
で
 

な
く
 

六
 

だ
け
で
^
 

活
 

し
て
 

ゐ
 

た
と
い
 

ふ
 

事
 

は
恥
づ
 

べ
き
 

事
實
 

だ
。
 

本
 

當
に
藝
 

術
 

家
の
 

內
 

生
活
が
 

燃
燒
 

し
て
 

ゐ
れ
 

ば
、
 

そ
の
 

霄
 

生
活
 

も
 

ト
 

だ
け
の
 

熱
 

力
で
 

や：
 

き
ら
れ
ね
ば
 

な
ら
 

ぬ
の
 

だ
。
 

私
 

は
こ
の
 

意
味
か
ら
 

だ
け
で
 

も
藝
術
 

家
た
 

る
べ
き
 

十
分
の
 

誇
り
 

を
 

持
つ
 

事
が
 

出
来
な
い
。
 

私
 

は
 

又
 

こ
の
 

意
味
か
ら
 

ト
ル
ス
ト
イ
の
 

實
 

生
活
の
 

活
き
方
 

を
 

尊
い
 

も
の
に
 

思
 

は
す
に
 

ゐ
ら
れ
 

な
い
。
 

或
は
 

责
 

ほ
に
：
：
 

ル
 

た
ら
、
 

彼
の
 

$ た 

生
活
に
 

も
 

像
ら
な
い
 

所
が
 

あ
る
の
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

け
れ
ど
も
 

文
献
の
 

報
す
 

る
 

所
か
ら
 

兒
れ
 

ば
、
 

彼
 

は
 

近
代
の
 

術
^
の
 

屮
に
、
 

r 

て
 

自
分
の
 

藝
術
的
 

良
心
と
 

實
 

生
活
と
 

を
 

最
も
 

嚴
 

し
く
 

結
び
つ
け
て
 

考
 

へ
た
 

人
と
 

思
 

は
れ
る
。
 

彼
 

は
 

人
生
に
 

對
 

し
て
 

絶
や
 

的
た
^
:
^
 

に
 

陷
 

ら
う
と
 

し
た
 

瞬
間
 

を
 

幾
度
 

も
經
て
 

來
て
ゐ
 

る
。
 

そ
れ
で
も
 

彼
 

は
 

死
ぬ
 

瞬
間
に
 

絶
^
し
て
も
 

遲
く
 

は
な
い
 

と
^
ふ
 

ほ
ど
 

人
^
 

を
^
し
 

て
ゐ
 

た
。
 

生
き
て
 

ゐ
る
 

問
に
、
 

生
活
力
が
 

用
ゐ
 

切
れ
ざ
る
 

間
に
、
 

人
生
に
 

絶
望
す
 

る
の
 

は
大
 

そ
れ
た
 

假
ぉ
の
 

上
に
 

の
み
 

成
り
立
つ
 

給
 

論
で
 

あ
る
ば
 

か
り
で
 

な
く
、
 

そ
ん
な
 

事
 

は
 

彼
の
 

愛
の
 

魂
 

を
 

汚
し
 

虐
げ
る
 

事
 

だ
と
 

彼
 

は
 

感
じ
た
 

に
^
 

ひ
な
い
。
 

そ
こ
い
ら
 

に
は
^
く
 

人
 

生
の
 

表
面
 

を
 

撫
で
 

\ 
見
た
 

位
で
、
 

い
 

i 
加
減
に
 

深
味
の
 

足
り
な
い
 

兑
 

切
り
 

を
つ
 

け
、
 

人
生
 

を
 

茶
 

か
し
 

切
っ
た
 

や
り
た
^
 

活
を
 

ゆ
い
て
、
 

藝
術
家
 
を 造

る
 
も
の
 
は
 所
謂
 
實
 生
活
に
 
非
ず
 
 

-:、，：- 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

笫
 

w
 
卷
 
 

n 
三
 

四
 

し
た
り
 

顔
 

を
し
て
 

ゐ
る
藝
 

術
 

家
と
 

稱
 

す
る
 

も
の
が
 

隨
分
 

あ
る
。
 

何
ん
 

と
い
 

ふ
 

恥
 

知
ら
す
 

だ
。
 

愛
 

は
 

執
着
 

だ
。
 

粘
り
強
く
、
 

執
念
深
く
 

そ
の
 

對
 

象
に
 

嗨
 

り
っ
か
な
 

い
も
の
 

は
 

愛
で
 

は
な
い
。
 

だ
か
ら
 

本
 

當
の
藝
 

術
 

家
の
 

生
活
に
 

は
 

人
生
に
 

對
 

し
て
 

何
等
か
の
 

形
の
 

切
な
い
 

背
 

定
 

が
裏
づ
 

け
ら
れ
て
 

ゐ
る
。
 

ト
ル
ス
ト
イ
の
 

生
活
に
 

は
甚
 

し
い
 

矛
盾
 

ゃ
撞
 

ぎ
が
 

あ
る
に
 

も
 

係
 

は
ら
す
、
 

此
の
 

大
事
な
 

肯
定
の
 

經
路
が
 

力
強
く
 

表
 

は
さ
れ
 

て
ゐ
 

る
と
 

私
 

は
 

思
 

ふ
。
 

藝
術
 

家
と
 

し
て
の
 

私
の
 

生
活
 

も
 

一
 

生
か
 

i 
つ
て
 

あ
れ
 

だ
け
の
 

强
ぃ
 

愛
に
 

動
か
さ
れ
た
い
。
 

私
の
 

知
っ
て
 

ゐ
る
 

或
る
 

立
派
な
 

女
の
 

思
想
家
が
 

私
に
 

云
っ
た
 

事
が
 

あ
る
。
 

こ
れ
か
ら
の
 

藝
術
家
 

は
 

そ
の
 

生
活
 

を
 

以
て
 

昔
か
ら
の
 

fK
 

才
 

達
が
 

犯
し
た
 

罪
 

惡
を
償
 

は
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

と
 

謂
 

ふ
の
 

は
、
 

過
去
に
 

あ
っ
て
、
 

天
才
 

は
 

普
通
の
 

人
間
か
ら
 

は
 

別
物
 

あ
っ
か
 

ひ
 

に
さ
れ
 

て
ゐ
 

た
。
 

天
 

才
は
 

過
剩
に
 

鋭
敏
な
 

感
覺
の
 

所
有
者
で
 

あ
る
が
 

故
に
、
 

人
間
と
 

し
て
の
 

道
 

を
 

踏
み
 

誤
っ
て
も
、
 

踏
み
に
 

じ
っ
て
 

も
、
 

そ
れ
 

は
 

已
む
を
得
な
い
。
 

そ
れ
 

を
尤
 

め
て
 

は
い
け
 

な
い
。
 

天
 

才
も
 

そ
れ
 

を
く
 

よ
-
 

(
-
 

思
っ
て
 

は
い
け
 

な
い
。
 

天
才
 

は
た
 

ビ 
立
派
 

な
 

藝
術
を
 

世
に
 

提
供
 

す
れ
ば
 

足
り
る
。
 

さ
う
 

思
 

は
れ
て
 

ゐ
た
。
 

而
 

し
て
 

實
際
 

幾
多
の
-
 

fK
 

才
は
實
 

生
活
に
 

對
 

し
て
 

氣
ま
 

\ 
な
 

横
道
 

を
 

働
 

ちが
 

い
た
。
 

こ
れ
 

は
 

然
し
 

間
違
っ
て
 

ゐ
る
。
 

そ
れ
 

は
 

第
三
者
か
ら
 

い
へ
ば
、
 

天
才
 

を
 

崇
め
る
 

積
り
 

で
ゐ
 

な
が
ら
 

寧
ろ
 

片
輪
 

あ
っ
か
 

ひ
に
 

し
 

た
 

事
で
 

あ
り
、
 

天
才
 

自
身
か
ら
 

い
へ
ば
、
 

自
分
の
 

長
所
 

を
弱
點
 

に
し
 

終
せ
 

た
 

忌
む
べ
き
 

事
で
 

あ
る
。
 

こ
れ
か
ら
の
 

藝
術
家
 

は
こ
の
 

代
 

代
の
 

負
債
き
 

立
派
に
 

償
還
す
 

る
 

だ
け
の
 

覺
 

悟
が
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

と
い
 

ふ
の
 

だ
。
 

こ
の
 

言
葉
 

は
實
際
 

問
題
と
 

し
て
 

强
く
 

私
の
 

心
 

を
 

打
っ
た
。
 私

 
は
 

思
 

ふ
。
 

藝
術
家
 

は
 

そ
の
 

思
想
 

生
活
に
 

於
て
も
 

實
 

生
活
に
 

於
て
も
 

最
上
の
 

生
活
 

を
し
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

藝
術
 

が
そ
の
 

理
想
 

と
し
て
 

最
も
 

健
や
か
な
 

人
間
性
の
 

表
現
で
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
 

い
の
は
 

勿
論
の
 

事
で
 

あ
る
 

—
—
 

何
事
に
 

も
 

例
外
 

は
 

あ
る
。
 

非
常
に
 

暗
示
 

に
 

富
ん
だ
 

調
子
の
 

高
い
 

藝
 

術
が
 

病
的
な
 

人
間
性
 

を
 

基
礎
と
 

し
て
 

生
ま
れ
た
 

事
 

は
 

あ
る
。
 

然
し
 

古
今
 

を
 

通
じ
て
 

最
大
な
、
 

人
間
の
 

歷
史
 



に
 

有
機
的
な
 

交
涉
を
 

持
つ
、
 

價
 

値
が
 

段
々
 

と
 

高
め
ら
れ
て
 

行
く
 

や
う
な
 

藝
術
 

は
、
 

设
 

も
储
 

や
か
た
：
 

：2
 

い
^
 

識
が
 

生
ん
だ
^
 

術
で
 

あ
ろ
お
 

を
 

忘
れ
て
 

は
な
ら
な
い
 

I
I
 

最
も
 

健
や
か
な
 

人
^
性
 

を
 

表
現
す
 

る
爲
 

め
に
 

は
，
 

藝
術
^
 

は
 

最
も
 

健
や
か
な
 

生
活
の
 

所
お
^
:
 

で
な
 

け
れ
 

ば
な
ら
 

ぬ
、
 

少
く
 

と
も
 

そ
こ
に
 

目
標
 

を
 

置
い
て
 

そ
の
 

全
 

生
活
 

を
 

導
い
て
 

行
か
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

^
術
^
の
 

生
活
の
 

创
 

#3
 

は
^
し
て
 

一
朝
一
夕
の
 

事
で
 

は
な
い
。
 

銳
ぃ
 

實
感
と
 

嚴
肅
な
 

反
省
。
 

奔
放
な
 

想
像
と
 

細
心
な
 

踏
路
。
 

理
想
的
な
 

藝
術
 

家
の
 

生
活
 

は
 

絶
大
な
 

鎔
錢
 

爐
を
思
 

は
せ
 

る
。
 

白
 

熾
の
 

熱
が
 

要
せ
ら
れ
る
 

と
共
に
 

* 
そ
の
 

熱
 

を
 

抱
き
す
 

く
め
て
 

放
さ
な
い
 

カ
强
 

い
^
 

壁
が
 

要
せ
ら
れ
る
。
 

そ
こ
 

か
 

ら
甫
 

め
て
 

頑
固
な
 

鐵
も
 

飴
の
 

や
う
 

に
な
っ
て
 

取
り
出
さ
れ
る
。
 

そ
こ
か
ら
^
 

め
て
.
 

な
 

人
生
が
 

お
 

術
に
ま
で
^
 

か
し
代
へ
 

ら
し
 

ま
か
 
 

わざ
よ 

る
 

1
 

一
力
の
 

强
 

い
の
に
 

任
せ
て
 

そ
れ
 

を
 

浪
費
す
 

る
 

藝
術
家
 

は
 

災
^
で
 

あ
る
。
 

少
く
 

と
も
 

彼
 

は
 

生
む
 

ベ
 

か
り
し
 

も
の
、
 

个
ぉ
を
 

出
卞
し
 

犸
 

す
に
 

死
な
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

か
ら
だ
。
 

そ
れ
 

は
 

自
己
に
 

忠
實
 

で
あ
ら
う
 

と
す
る
 

も
の
、
 

し
て
 

は
な
ら
ぬ
^
;
.
 

だ
。
 

e ダ
 
ン 
の
 生
涯
 
を
 思
へ
。
 

崩
れ
 

か
-
つ
た
 

障
壁
の
 

中
に
 

燃
え
 

か
す
れ
た
 

焰
を
蓄
 

へ
て
.
 

な
ほ
 

藝
術
を
 

生
ま
う
 

と
す
る
 

人
の
 

牛；
 

活
 

ほ
ど
 

悲
慘
な
 

も
の
 

は
ま
た
 

と
 

世
に
 

あ
る
ま
い
。
 

愛
の
 

不
足
か
ら
 

か
 

X 
る
 

境
遇
に
 

陷
る
 

不
幸
 

を
 

私
 

は
 

想
像
す
 

る
 

だ
に
 

堪
 

へ
な
い
。
 

愛
 

か
、
 

然
ら
 

ざ
れ
ば
 

死
を
與
 

へ
よ
。
 

私
 は
さ
う
 
祈
る
。
 

(一
 

九
 

一 
八
^
 
 

二
お
 

、
「
新
 

沏
」
 

所
載
)
 

義
 

«
 

家
 

を 
造
る
 

も
の
 

は
 

所
謂
 

實
生
^
 

に 
非
ず
 
 

II
！ 

一 . 
ん 



才 g 

片 

謓
 

書
に
 

耽
っ
て
 

時
 

を
 

過
ご
し
.
 

夜
寒
が
 

し
ん
く
と
 

し
て
 

膚
に
 

迫
る
 

頃
、
 

私
 

は
ふ
と
 

手
近
に
 

犬
の
 

遠
吠
え
 

を
 

聞
い
た
。
 

私
 

ま
^
ま
 

- そば-  .  -I-  o 

す
 

耳
 

を
欹
て
 

- 
深
く
 

そ
れ
に
 

聽
き
 

入
っ
た
。
 

腹
か
ら
 

搾
り
 

出
さ
れ
る
 

そ
の
 

哀
聲
に
 

は
 

唯
 

渾
沌
と
 

し
て
 

こ
れ
と
 

定
め
が
 

た
い
 

不
思
議
な
 

訴
 

へ
が
 

潜
ん
で
 

ゐ
る
。
 

一
節
 

ご
と
に
 

有
ら
ゆ
る
 

哀
愁
 

を
 

籠
め
 

た
 

そ
の
 

聲
が
稍
 

i-
 

長
く
 

綾
い
て
 

* 
消
え
る
 

と
共
に
、
 

犬
 

は
 

何
事
 

も
 

無
益
 

で
あ
る
と
 

悟
っ
た
 

も
の
 

か
、
 

無
 

聲
の
夜
 

は
も
と
の
 

寂
寞
の
 

姿
に
 

還
っ
て
 

し
ま
っ
た
。
 

生
ま
れ
る
 

と
か
ら
 

私
 

は
 

犬
の
 

遠
吠
え
 

を
 

幾
度
 

聞
い
た
 

か
 

分
ら
な
い
。
 

然
し
 

今
夜
の
 

や
う
な
 

深
い
 

恐
ろ
し
い
 

喑
示
を
 

受
け
な
が
ら
 

聞
 

い
た
 

事
 

は
 

絶
え
て
 

な
か
っ
た
。
 

地
球
の
 

上
に
 

生
を
稟
 

け
た
 

も
の
が
、
 

そ
の
 

生
存
の
 

枳
柢
に
 

觸
れ
る
 

事
を
餘
 

儀
な
 

く
さ
れ
る
 

時
、
 

身
 

震
 

ひ
 

を
し
な
が
ら
 

ぶ
っ
か
ら
 

す
に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

な
い
、
 

あ
の
 

深
淵
 

を
^
き
 

込
む
 

時
の
 

や
う
な
 

淋
し
 

さ
が
、
 

ひ
し
，
，
 

f
\
 

と
 

迫
っ
て
 

來
る
 

で
は
 

な
い
か
。
 

そ
れ
 

を
 

無
事
に
 

突
き
ぬ
 

け
る
 

爲
 

め
に
 

は
.
 

一
生
涯
の
 

努
力
 

を
 

寄
せ
集
め
て
も
 

ま
だ
 

足
り
な
い
 

や
う
な
 

淋
し
 

さ
が
。
 

そ
こ
に
 

も
 

あ
る
。
 

こ 
X 

に
も
 

あ
る
。
 

さ
う
 

い
ふ
 

淋
し
 

さ
は
 

私
達
の
 

周
圍
の
 

到
る
 

處
 

に
あ
る
。
 

而
 

し
て
 

私
達
に
 

無
窑
を
 

思
へ
 

と
 

云
 

は
 

ぬ
ば
 

か
り
に
、
 

そ
れ
ら
の
 

も
の
 

は
 

私
達
 

を
 

幾
重
に
 

も
圍
 

ん
で
ゐ
 

る
。
 

そ
れ
 

だ
の
に
 

私
 

は
 

—
—
 

鈍
い
 

神
經
の
 

持
主
な
る
 

私
 

は
、
 

毎
 

曰
 

平
氣
に
 

そ
れ
 

を
 

見
逃
し
な
 

か
ら
 

一
 

曰
々
々
 

の
 

安
き
 

を
偷
 

ん
で
ゐ
 

る
。
 

何
故
 

も
っ
と
 

目
覺
 

め
る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

の
 

だ
ら
 

う
。
 

目
覺
 

め
て
 

小
さ
な
 

も
の
、
 

私
語
に
 

も
 

慈
悲
 

深
い
 

耳
 

を
 

傾
け
る
 

事
が
 

出
來
 

な
い
 

の
 

* たら
う。
 

.
 
 

のぞ 

私
 

は
 

筆
 

を
 

執
つ
 

て
羝
に
 

臨
む
 

事
 

を
恥
ぢ
 

ね
ば
な
ら
な
い
。
 

有
 

島
武
郎
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

一；
 

六
 



「
米
 は
 南
京
お
 
か
す
 
は
 あ
ら
め
、
 
何
ん
で
 
絲
 目
が
 
出
る
 
も
の
 
か
」
 

「
製
 絲
ェ
女
 
も
 
人
間
で
 
ご
ざ
る
、
 
责
 め
り
 
や
 泣
き
ま
す
 
病
み
 
ゃ
寢
 
ま
す
」
 

r
 板
に
 
な
り
た
 
や
 帳
揚
の
 
板
に
、
 
な
り
て
 
手
紙
の
 
中
 見
た
 
や
」
 

「
願
 
ひ
 上
げ
ま
す
 
見
番
 
様
よ
、
 
ど
う
ぞ
 

一 夜
の
お
 
情
け
 
を
」
 

「今
^ 

やう
れ 

しゃ
 

見番
 

様の
、 

お 目に
 

とま
りて
 

優等
 

ェ女
」 

こ
れ
ら
の
 

俗
諦
 

は
 

信
 

州
の
 

諷
訪
で
 

製
 

絲
ェ
女
 

か
 

歌
 

ふ
の
 

だ
さ
う
 

だ
。
 

こ
れ
 

を
 

大
き
な
^
で
 

讀
み
 

上
げ
る
 

资
 

格
 

を
 

私
 

は
 

持
っ
て
 

ゐ
な
 

い。 誰か その 资格を 持って ゐる人 はない か。 而 して 大きな 聲で それ を 欲って くれない 
か。 而 して 私 を 始め、 ̂の 

中
の
 
眠
っ
た
 
魂
 を
 ゆ
り
 
覺
 ま
し
て
 
く
れ
る
 
人
 
は
な
い
 
か
。
 

尊
い
 

藝
 

術
の
 

材
料
の
 

如
何
に
 

あ
り
 

過
ぎ
る
 

事
よ
。
 

そ
れ
 

を
 

拾
 

ひ
 

上
げ
て
 

自
.
 

s
 

に
 

形
 

を
 

與
へ
る
 

人
の
 

如
何
に
 

少
な
 

過
ぎ
る
 

こ
と
よ
。
 

さ
う
 

い
ふ
 

人
生
 

は
餘
 

り
に
 

淋
し
い
。
 

苦
痛
と
 

悲
哀
と
 

を
 

胸
 

一
杯
に
 

包
み
な
が
ら
、
 

啞
の
 

や
う
に
 

默
 

つ
て
 

歩
い
て
 

行
く
 

人
 

翊
 

を
 

は
ろ
 

の
 

は
 寂
し
い
。
 優
れ
た
 
藝
術
 
家
が
 
出
て
 
來
る
 
や
う
に
。
 
私
 は
 そ
の
 
人
の
 
前
に
 
本
當
に
 
謙
遜
な
 
感
謝
の
 
心
 を
 以
て
 
跪
き
た
い
。
 

讀
寶
 
新
聞
で
 
私
の
 
「
小
さ
き
 
者
へ
」
 
に
對
 
す
る
 
近
 松
 秋
.
 江
 氏
の
 
感
想
 
を
讀
ん
 
だ
。
 
而
 し
て
 
C
 分
の
 
力
の
 
不
足
 
を
 
悲
し
ん
だ
。
 

秋
 江
 氏
 は
 私
が
 
出
産
の
 
光
景
 
を
 描
い
た
 
所
 を
 讀
ん
で
 
思
 は
す
 
ふ
き
 
出
し
た
 
と
吿
.
 H: し

て
^
ら
れ
る
。
 

さ
う
 
だ
、
 
凡
て
の
^
.
,
 
I
n
 
た
 

努
力
の
 有
様
 を、 そ

の
 常
事
 者
の
 心
に
 な
れ
な
い
 第
三
者
が
 見
る
 と、 凡

そ
 沿
^
な
 物
で
 あ
る
に
 逮
 ひ
な
い
。
 例
へ
ば
：
：
 人
 S 人
が
 

鋭
い
 
匁
 を
 持
っ
て
 
殺
し
 
合
 
ひ
 を
し
て
 
ゐ
る
 
恐
ろ
し
い
 
場
合
で
 
も
、
 
遠
く
に
 
兌
て
 
ゐ
る
 
人
に
は
^
が
 
兑
 
え
な
か
っ
た
ら
、
 

少
 
く
，
 v-,-^ 

が
 棒
切
れ
 
か
 何
ん
 
ぞ
の
 
や
う
に
 
兌
え
 
た
ら
、
 
見
て
 
ゐ
る
人
 
は
、
 
そ
の
 
場
の
 
滑
 稃
に
思
 
は
す
 
知
ら
す
 
吹
き
出
し
た
 
に
^
 
ひ
な
い
。
 
火
お
 

想
 
 
片
 
 

三
 二
 七
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

！ 一
三
 

八
 

を
 

見
す
 

に
 

火
 

蓽
揚
で
 

働
く
 

人
 

だ
け
 

を
 

兌
、
 

死
者
 

を
 

見
す
 

に
 

臨
終
の
 

床
に
 

す
が
り
 

附
 

い
て
 

泣
く
 

人
を
兒
 

た
ら
、
 

誰
で
も
 

至
極
の
 

滑
稽
 

を
 

感
す
 
る
に
 
決
ま
 
つ
て
 
ゐ
る
。
 

秋
 

江
 

氏
が
 

思
 

は
す
 

ふ
き
 

出
し
た
 

の
 

は
，
 

私
が
 

あ
の
 

小
品
の
 

中
に
、
 

讀
者
を
 

十
分
に
 

眞
 

面
目
に
 

す
る
 

だ
け
の
 

力
 

を
 

持
っ
て
 

ゐ
 

な
か
つ
 

た
 

證
據
 

だ
と
い
 

は
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

あ
の
 

出
産
の
 

場
面
の
 

描
寫
が
 

緊
張
し
た
 

も
の
に
な
る
 

か
な
ら
 

な
い
か
 

は
、
 

あ
の
 

小
品
 

全
體
 

の
與
 

へ
る
 

心
 

持
が
 

深
い
 

か
淺
 

い
か
に
よ
 

つ
て
 

決
ま
る
 

の
 

だ
。
 

本
當
 

を
い
 

ふ
と
、
 

讀
 

者
の
 

資
質
 

如
何
に
よ
 

つ
て
 

決
ま
る
 

の
で
 

は
な
い
。
 

勝
れ
た
 

作
品
 

は
、
 

讀
 

者
が
 

如
何
に
 

馬
鹿
に
し
て
 

か
-
つ
て
も
、
 

讀
ん
 

で
ゐ
る
 

中
に
 

何
時
と
 

は
な
く
 

引
き
入
れ
ら
れ
て
、
 

批
評
 

的
な
 

態
度
 

を
 

捨
て
 

\、
 

作
者
の
 

心
 

持
で
 

讀
 

者
の
 

心
が
 

充
ち
 

溢
れ
る
 

ま
で
に
な
る
 

や
う
な
 

も
の
で
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

そ
こ
ま
で
 

行
っ
て
 

ゐ
 

な
け
れ
ば
、
 

本
 

當
の
藝
 

術
 

品
と
 

い
ふ
 

事
は
斷
 

じ
て
 

出
來
 

な
い
。
 

藝
術
家
 

も
 

そ
れ
 

以
下
の
 

も
の
で
 

滿
 

足
し
て
 

ゐ
て
 

は
な
ら
な
い
。
 

秋
 

江
 

氏
の
 
 

一
 

一一
 

一一 口 
を
 

私
 

は
 

深
い
 

頂
 

門
の
 

一
 

針
と
 

し
て
 

頂
い
て
 

置
く
。
 

而
 

し
て
 

足
ら
ぬ
な
 

が
ら
、
 

更
に
 

努
力
 

を
 

重
ね
て
 

見
る
。
 

私
が
 

秋
、
 

江
 

氏
に
 

對
 

し
で
か
う
 

い
ふ
 

物
の
 

云
 

ひ
 

方
 

を
す
 

る
 

や
う
に
 

な
っ
た
 

の
 

は
、
 

皮
肉
か
ら
 

で
は
な
い
。
 

又
 

秋
 

江
 

氏
に
 

對
 

し
て
 

恨
み
 

を
 持
つ
 
か
ら
で
 
は
 勿
論
な
い
。
 

私
 

は
 

去
年
 

岩
 

野
泡
嗚
 

氏
と
 

新
聞
紙
 

上
で
 

或
る
 

事
柄
に
 

つ
い
て
 

論
戰
 

を
し
た
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

時
 

も
隨
分
 

激
し
い
 

言
葉
 

遣
 

ひ
 

を
し
た
。
 

然
 

し
 

途
中
で
 

そ
ん
な
 

霄
葉
爭
 

ひ
の
 

無
益
 

を
 

深
く
 

感
じ
た
。
 

そ
れ
 

故
泡
嗚
 

氏
に
 

云
 

ひ
 

送
っ
て
 

二
人
で
 

ゆ
っ
く
り
 

問
題
 

を
 

論
じ
 

合
っ
て
 

互
の
 

理
解
 

を
 

得
.
 

若
し
 

必
要
な
ら
ば
、
 

兩
 

人
の
 

名
前
で
 

そ
れ
 

を
 

公
表
し
ょ
う
 

と
し
た
。
 

そ
の
後
 

私
 

は
 

含
 

田
 

百
 

一 二
 

氏
が
 

「
帝
國
 

文
學
」
 

に
 

書
か
れ
た
 

「
文
 

擅
へ
の
 

非
難
」
 

を
 

讀
ん
で
 

深
く
 

打
 

た
れ
た
。
 

實
際
 

他
人
の
 

攻
撃
に
 

對
 

す
る
 

今
ま
で
の
 

私
の
 

態
度
 

は
 

非
常
に
 

間
違
っ
て
 

ゐ
た
。
 

氣
が
附
 

き
か
け
 

て
ゐ
た
 

所
に
 

こ
の
 

立
派
な
 

感
想
 

を
 

讀
ん
だ
 

事
 

は
眞
に
 

私
の
 

幸
だ
っ
た
。
 

私
が
 

い
く
ら
か
 

で
も
 

私
の
 

本
性
の
 

本
當
の
 

要
求
に
 

近
づ
く
 

や
う
に
 

な
っ
た
 

事
を
^
 

田
 

氏
に
 

向
っ
て
 

ぉ
禮
 

す
る
。
 

而
 

し
て
 



今
ま
で
 
私
が
 
亂
 暴
な
 
言
葉
で
 
防
 戰
の
矢
 
を
 放
っ
た
 
諸
氏
に
 
對
 し
て
 
陳
謝
す
 
る
。
 

餘
 り
に
 易
々
 
と
 自
分
の
 
態
度
 を
變
 
へ
よ
う
と
 す
る
 私
 は
、
 
輕
 薄
な
 淺
 慮
な
 男
で
 
あ
る
と
 
い
ふ
 非
雞
を
 免
れ
 る
^
が
 出
來
 な
い
。
 

こ 

れ
は
 
仕
方
が
な
い
。
 
又
僞
善
 
的
な
 
男
で
 
あ
る
と
 
い
ふ
 
誹
謗
 
を
 受
け
な
い
 
と
も
 
限
ら
な
い
。
 

こ
れ
 
も
 
仕
方
が
な
い
。
 

唯
 信
す
 
る
 
事
の
 
出
 來
る
人
 
だ
け
に
 
は
 信
じ
て
 
い
た
ぐ
 
き
た
い
。
 
こ
れ
か
ら
 
も
 
私
 は
 ど
ん
な
 
場
合
に
 
か
、
 
思
 は
す
 
我
れ
 
を
 忘
れ
て
、
 

人
 

を
 

傷
け
 

る
 

や
う
な
 

霄
葉
を
 

出
さ
な
い
 

と
 

は
 

限
ら
な
い
。
 

恐
ら
く
 

そ
れ
 

は
 

私
の
 

し
さ
う
な
 

事
 

だ
。
 

然
し
 

木
 

常
 

は
 

私
 

は
 

何
^
か
 

心
の
 

隅
 

あ ひ £ 

で
さ
う
 

し
た
 

事
に
 

苦
痛
 

を
 

感
じ
て
 

ゐ
る
 

—
—
 

人
間
の
 

凡
て
が
 

さ
う
 

で
あ
る
 

や
う
に
。
 

而
 

し
て
 

私
 

は
 

そ
の
 

過
ち
 

を
 

一 
一
度
と
 

し
な
い
 

や
う
 

に
勉
 
め
る
 
だ
ら
 
う
。
 
そ
れ
 
を
 信
じ
て
 
い
た
^
-
き
た
い
。
 

倉
 

田
 

氏
と
 

い
へ
ば
、
 

「
文
壇
に
 

對
 

す
る
 

非
難
」
 

を
讀
ん
 

で
か
ら
^
に
 

思
 

ひ
 

立
っ
て
 

氏
の
 

「
出
家
と
 

そ
の
^
 

子
」
 

を
^
み
 

終
へ
 

た
。
 

實
は
 
私
の
 
若
い
 
友
達
の
 
二
三
 
人
が
 
そ
れ
 
を
 讀
ん
で
 
非
常
に
 
感
心
し
て
、
 
私
に
 
も
^
 
非
讀
 
め
と
 
云
っ
て
 
く
れ
た
。
 
而
 し
て
 
一
入
 
は
 
そ
 

の
 書
物
 
を
 貸
し
て
 
く
れ
た
。
 
私
 は
 纏
ま
っ
た
 
氣
 分
の
 
時
讀
み
 
た
い
と
 
思
っ
た
 
の
で
、
 

一
 日
々
々
 
と
 
延
ば
し
て
 
ゐ
た
。
 
而
 し
て
 

• 
時
 は
 

そ
れ
 
を
眞
宗
 
の
 或
る
 
僧
侶
に
 
又
貸
し
、
 
た
。
 
(
そ
の
 
傦
侶
は
 
惜
し
い
 
事
に
 
は
 
そ
れ
 
を
讀
み
 
終
へ
 
な
か
っ
た
 
や
う
 
だ
"
 
2： 緣

の
滩
 
い
 人
と
 

い
は
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
)
 
所
が
 
こ
の
間
か
ら
 
私
 は
 急
に
 
讀
み
 
度
く
な
 
つ
て
 
急
い
で
 
そ
の
 
佾
 侶
か
ら
 
そ
れ
 
を
 返
し
て
 
赏
 
つ
た
。
 

二
 曰
の
 
間
 私
 は
 全
く
ち
 
が
っ
た
 
氣
 分
に
 
喰
 
ひ
 込
ま
れ
て
 
し
ま
っ
た
。
 

こ
れ
 
こ
そ
 
藝
術
 
だ
。
 
私
達
が
 
世
界
に
 
向
っ
て
 
誇
っ
て
 
い
、
 
勝
 

れ
た
藝
 
術
 だ
と
 
思
っ
た
。
 
白
狀
 
す
る
 
が
、
 
私
 は
 幾
度
 
も
淚
が
 
出
て
 
來
て
字
 
を
 拾
 ふ
 事
が
 
出
來
 
な
か
っ
た
 
位
 だ
。
 
こ
ん
な
 
勝
れ
た
 
人
 
を
 

私
達
の
 
間
に
 
見
出
し
た
 
事
 を
 何
ん
 
と
い
っ
て
 
喜
ん
だ
ら
 
い
-
 -
だ
 
ら
う
。
 
私
 は
 自
分
の
 
心
が
 
こ
れ
 
を
 勝
れ
た
 
^
術
と
 
兌
 分
け
る
 
卞
が
出
 

來
、
 
大
き
な
 
聲
で
 
そ
の
 
所
信
 
を
 公
言
し
 
得
る
 
だ
け
に
、
 
自
分
の
 
藝
術
 
上
の
 
視
覺
が
 
正
し
か
っ
た
 
事
 を
 自
分
に
^
 
谢
す
 
る
。
 
介
 m
 氏
 は
 

病
身
 
だ
と
 
聞
い
て
 
ゐ
る
。
 
氏
の
 
肉
體
 
に
も
 
新
し
い
 
力
が
 
惠
 ま
れ
る
 
事
 を
 私
 は
 心
か
ら
 
祈
る
。
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

三
 

o
 

然
し
 

私
 

は
 

倉
 

田
 

氏
の
 

足
跡
に
 

從
 

つ
て
 

歩
い
て
 

行
く
 

事
が
 

出
来
る
 

か
。
 

悲
し
い
 

け
れ
ど
も
 

私
に
 

は
ま
 

だ
 

そ
れ
が
 

出
來
 

な
い
。
 

私
に
 

は
 

ま
だ
 

有
り
 

餘
る
 

不
平
が
 

あ
り
、
 

憤
怒
が
 

あ
り
、
 

憎
惡
が
 

あ
る
。
 

私
は
大
 

そ
れ
た
 

未
成
品
 

だ
。
 

苦
し
み
な
が
ら
 

も
 

私
 

は
 

そ
れ
 

を
 

ど
う
す
 

る
 

事
 

も
：
 

3
 

來
 

な
い
。
 

そ
れ
 

を
 

毒
釵
の
 

や
う
に
 

吐
き
出
し
て
 

し
ま
 

ふ
ま
で
 

は
 

私
ま
靑
 

い 
 

も
の
 

こ 
/よ
. 

^
_
な
 

Co
 

>
 
 

ま 5  く. jj う 

禾
 

お
 

四
十
 

だ
-
 

而
 

し
て
 

ま
だ
 

そ
ん
な
 

所
に
 

彷
徨
し
て
 

ゐ
る
。
 

而
 

し
て
 

自
分
の
 

生
活
 

を
 

本
當
に
 

改
造
す
 

る
 

だ
け
の
 

勇
氣
 

す
ら
 

持
っ
て
 

ゐ
 

な
い
。
 

恥
づ
 

べ
き
 

事
 

だ
。
 

然
し
 

實
際
を
 

曲
げ
る
 

事
 

は
 

如
何
し
て
も
 

出
來
 

な
い
。
 

そ
れ
な
ら
 

何
故
 

私
 

は
 

公
衆
に
 

向
っ
て
 

書
く
 

か
。
 

お
 

の
 

煩
悶
 

を
傳
 

へ
た
い
 

爲
め
 

に
だ
。
 

幽
か
な
が
ら
 

私
が
 

迪
 

つ
て
 

行
か
う
 

と
す
る
 

煩
悶
か
ら
 

解
脫
 

へ
の
 

一
 

路
 

を
白
狀
 

し
た
い
た
 

め
に
 

だ
。
 

多
く
の
 

讀
 

者
に
 

は
こ
れ
 

は
 

迷
惑
な
 

こ
と
で
 

あ
る
か
 

も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
 

或
る
 

少
數
の
 

讀
者
は
 

私
の
 

叫
喚
の
 

中
か
ら
、
 

さ
，
 

- 
や
か
な
 

が
 

ら
 

愛
の
 

苦
し
い
 

眼
 

覺
め
を
 

見
分
け
て
 

く
れ
て
 

ゐ
る
 

こ
と
 

を
 

思
 

ふ
。
 

私
 

は
 

そ
れ
に
す
 

が
り
つ
 

く
。
 

^
京
の
 

遠
い
 

未
 

來
は
遙
 

か
 

先
に
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

を
 

目
が
 

け
て
 

私
 

は
 

牛
の
 

や
う
に
 

の
ろ
い
、
 

然
し
 

し
ぶ
と
い
 

歩
み
 

を
 

運
ん
で
 

行
か
う
。
 

(1
 

九
】
 

八
 

年
 

四
月
、
 

「
新
潮
」
 

所
載
)
 



林
檎
の
 

野
 

(
米
 國
)
 

(
「
花
の
 
趣
味
と
 
各
國
民
 
性
」
 
と
い
 
ふ
 問
に
 
答
へ
 
て
)
 

米
國
 
に
 は
、
 
nn 本

の
 
樓
花
 
や
 菊
花
 
の
 や
う
に
 

National  flower 
と
 
云
 
ふ
べ
き
 
花
の
 
あ
る
 
こ
と
 
を
 ii か

な
い
 
け
れ
ど
も
、
.
 
St  <tc  flower 

と
 
云
っ
て
 
各
 州
 を
 代
表
す
 
る
 意
味
の
 
籠
っ
た
 
花
が
 
あ
る
 
こ
と
 
は
 聞
い
て
 
ゐ
る
。
 

し
か
し
 
私
 は
米
國
 
人
と
 
云
 
ふ
と
 
先
づ
 
第
一
 
に
 林
檎
の
 
花
 を
 
忍
 
ひ
、
 
林
檎
の
 
花
を
兑
 
る
と
 
米
！
：
 人
 
を
 聯
想
に
？
；
 
t: ベ

る
。
 

林
檎
の
 
花
 は
 健
全
な
 
若
い
 
婦
人
の
 
頰
の
色
 
を
 見
る
 
や
う
な
^
 
紅
色
 
を
し
て
 
ゐ
て
、
 
何
と
も
 
云
 
ひ
や
う
 
の
な
い
 
野
趣
と
、
 
無
邪
氣
 
な
 

好
い
 
感
じ
 
を
 持
っ
て
 
ゐ
る
。
 

こ
の
 
花
 は
 庭
園
に
 
美
 觀
を
添
 

へ
 る
 目
的
で
 
川
ゐ
る
 
場
合
に
 
は
 不
適
お
 
で
あ
る
が
、
 
^
々
と
し
た
 

の
 

ふ 
さ 

花
と
 
し
て
 
眺
め
る
 
に
は
實
 
に
こ
 
の
 上
な
 
く
相
應
 
は
し
い
。
 

私
 
は
か
 

\ 
る
點
 
か
ら
 
林
檎
の
 
花
が
、
 

米
！
：
 人
の
 
仲
び
，
/
—
 
と
し
た
 
リ
フ
 
ア
イ
 
ン
メ
 
ン
ト
 
に
 捕
 は
れ
な
い
 
心
 持
 を
 
現
 は
し
て
 
ゐ
 
る
と
 

思
っ
て
 
ゐ
る
。
 

私
 は
 都
會
の
 
喧
騷
な
 
刺
戟
に
 
疲
れ
て
 
し
ま
 
ふ
と
、
 
よ
く
 
田
 舍
に
旅
 
を
し
て
 
行
っ
て
、
 

北
ハ
虚
 
此
虑
 
の
^
 
樹
^
に
^
々
 
し
た
 
仞
な
の
 
光
 

あ
 
 

I 

を
 浴
び
て
 
美
し
く
 
哚
き
 
誇
っ
て
 
ゐ
る
 
林
檎
の
 
花
 を
み
 
て
讃
 
嘆
の
 
聲
を
 
あ
げ
た
 
も
の
 
だ
。
 
感
じ
^
い
 
旅
人
の
 
心
に
 
こ
の
^
 
樹
^
 
ハ
も
 
^
 

が
强
ぃ
 
印
象
 
を
殘
 
し
た
。
 

林
擒
の
 
花
の
 
次
に
 
私
の
 
心
に
 
浮
ぶ
 
の
 は
 
ラ
イ
ラ
ッ
ク
 
で
あ
る
、
 

- 
こ
の
 
花
 は
 紫
と
 
.G と

の
 
一 ー

秫
 類
あ
っ
て
 
奸
ぃ
^
 
；
 S を

 S: つ
て
 
ゐ
る
"
 

日
本
で
 
も
 
北
海
道
に
 
は
 野
生
の
 
も
の
が
 
あ
る
。
 

私
の
 
住
ん
で
 
ゐ
た
^
 
部
米
阈
 
の
、
 
殊
に
 
北
方
で
 
は
，
 
ラ
イ
ラ
ッ
ク
が
 
到
る
 
處
の
庭
 
^
や
 
生
垣
に
 
桢
 ゑ
ら
 
れ
 
て
あ
つ
て
、
 

人
の
 

林
檎
の
 
&
 
 

11 二：： 
1 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

I 一二
 

I 三
 

非
常
な
 
愛
着
 
を
牽
 
い
て
 
ゐ
る
。
 

こ
の
 

花
 

は
 

一
年
中
で
 

最
も
 

好
い
 

氣
 

候
の
 

五
月
 

中
旬
か
ら
 

六
月
へ
 

か
け
て
 

開
花
 

期
 

を
 

持
っ
て
 

ゐ
る
。
 

綺
麗
に
 

晴
れ
た
 

碧
空
か
ら
、
 

躍
 

る
 

や
う
に
 

降
り
 

そ
.
^
 

ぐ
 

光
線
に
 

ぬ
れ
て
 

哚
 

い
て
 

ゐ
る
紫
 

ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
 

花
 

は
實
に
 

美
し
い
。
 

新
綠
の
 

草
原
に
 

寢
轉
ん
 

で
 

淸
淨
な
 

签
氣
 

を
 

呼
吸
し
、
 

田
園
の
 

靜
寂
を
 

破
る
 

唯
 

一
 

の
 

虻
め
 

蜜
蜂
の
 

翅
音
を
 

聞
き
 

乍
ら
、
 

こ
の
 

花
の
 

茂
み
 

を
 

眺
め
て
 

ゐ
 

る
と
 

資
に
 

好
い
 

氣
 

持
に
 

な
 

る
。
 

よ
く
 

田
園
詩
に
 

あ
る
 

や
う
な
 

靈
 

魂
の
 

搖
籃
の
 

や
う
な
 

自
然
の
 

や
さ
し
い
 

恩
惠
を
 

感
じ
る
。
 

路
傍
に
 

哙
 

い
て
 

ゐ
る
 

瑠
璃
色
の
 

多
 

瓣
な
矢
 

車
 

草
、
 

可
憐
な
 

白
い
 

マ
 

ー 
ガ
レ
ッ
ト
 

も
 

非
常
に
 

多
い
 

花
で
、
 

そ
し
て
 

米
國
 

人
に
 

好
か
れ
 

て
ゐ
 

る
。
 

マ 
ー 

ガ
レ
ッ
ト
 

は
 

牧
草
の
 

た
め
に
 

は
 

有
害
な
 

雜
草
 

で
は
 

あ
る
が
、
 

牧
場
に
 

は
き
つ
 

と
こ
の
 

野
趣
 

あ
る
 

可
憐
な
 

白
い
 

花
が
、
 

媚
び
 

を
 

知
ら
ぬ
 

田
舍
 

娘
の
 

や
う
に
 

哚
 

い
て
 

ゐ
る
"
 

米
 

國
人
は
 

こ
れ
ら
の
 

草
花
 

を
 

折
り
 

集
め
て
 

は
 

食
卓
 

や
 

机
上
 

を
 

飾
っ
て
 

慰
ん
で
 

居
 

る
。
 

野
の
花
の
 

野
趣
 

や
 

無
 

邪
氣
な
 

感
じ
に
 

彼
等
の
 

心
が
 

牽
 

き
つ
け
ら
れ
 

る
の
 

だ
。
 

ー
體
、
 

米
國
 

人
に
 

限
ら
す
 

西
洋
人
 

は
 

花
の
 

趣
味
が
 

豊
富
で
、
 

愛
着
 

も
强
 

い
や
う
 

で
あ
る
。
 

だ
か
ら
 

米
阈
 

な
ど
で
 

は
 

公
園
 

は
 

勿
論
の
 

こ
と
、
 

侗
 

人
の
 

庭
園
に
 

も
 

美
し
い
 

草
花
が
 

植
 

ゑ
て
 

あ
る
。
 

殊
に
 

繁
華
な
 

都
會
の
 

公
園
 

地
の
 

花
 

擅
な
 

ど
 

は
、
 

^
マ
^
1
.
敬
1
ー
ぉ
_
に
ょ
っ
て
 

莫
大
な
 

費
 

ff
l 

を
惜
氣
 

も
な
 

く
 

か
け
て
、
 

花
卉
 

を
 

綺
麗
に
 

植
ゑ
 

つ
け
て
 

ゐ
る
。
 

爇
 

術
の
 

分
野
に
 

取
り
扱
 

は
れ
た
 

花
卉
 

は
米
國
 

の
建
國
 

の
歷
史
 

そ
の
も
の
が
 

新
し
い
だ
 

け
に
 

非
常
に
 

少
 

い
や
う
 

で
あ
る
。
 

米
！
；
 

建
築
の
 

白
^
と
 

も
稱
 

す
べ
き
 

コ 
口 

一一
  

ャ
ル
.
 

ス
タ
イ
ル
と
 

云
っ
て
、
 

ひ
ど
く
 

太
い
 

柱
 

を
 

幾
つ
 

も
っ
か
っ
た
 

素
朴
な
 

重
々
 

し
い
 

感
 

じ
の
 

す
る
 

様
式
が
 

あ
る
が
、
 

こ
れ
た
 

ど
も
 

希
臘
の
 

コ 
ン
リ
ト
 

風
の
 

柱
の
 

装
飾
な
 

ど
の
 

や
う
に
 

花
卉
が
 

少
し
も
 

應
 

用
さ
れ
 

て
ゐ
 

な
い
。
 

文
學
の
 

方
面
で
 

は
、
 

詩
人
 

ホ
ヰ
ッ
 

ト
マ
 

ン
が
 

彼
の
 

作
 

中
に
 

ラ
イ
ラ
ッ
ク
の
 

花
 

を
 

歌
っ
て
 

ゐ
 

る
が
、
 

し
か
し
 

こ
れ
 

は
 

佛
蘭
西
 

人
が
 

「
花
」
 

に
 

就
い
て
 

謳
っ
た
 

や
う
な
 

そ
ん
な
 

重
い
 

役
目
 

を
 

負
う
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

は
な
い
。
 

米
國
に
 

於
て
 

一
 

般
 

的
に
 

愛
誦
さ
れ
 

る
 

口 
ン
グ
フ
 

H 
 

" 
1 

や
 

ホ
ヰ
ッ
 

テ
ア
 

は
，
 

彼
等
の
 

美
し
い
 

優
し
い
 

詩
の
 

中
で
、
 

私
が
 

米
國
 

人
の
 

氣
質
 

を
象
徵
 

し
て
 

ゐ
る
 

や
う
 

だ
と
 

云
っ
た
 

林
檎
の
 

花
 

を
 

謳
 



つ
て
 
ゐ
る
 

c 

米
！
；
 人
が
 
美
術
品
 
を
 取
り
扱
 
ふ
 熊
 度
 I
I
 
そ
れ
 
は
 美
術
品
 
を
^
 
術
 品
と
 
し
て
 
享
樂
 
し
、
 
珍
柬
 
し
、
 
愛
；
^
 
す
る
 
こ
と
な
く
、
 
 
d
 分
 を
 

装
飾
す
 
る
 物
品
の
 

一
 つ
と
 
し
て
 
取
り
扱
 
ひ
 愛
玩
す
 
る
 態
度
 
を
、
 
「
花
の
 
趣
味
と
 
米
國
民
 
性
」
 
と
 
云
 
ふ
 問
題
の
 
k
 
に
 移
し
て
^
-
へ
 

る
 
こ
と
 

が
 出
来
る
。
 
米
國
 
人
の
 
多
數
 
は
、
 美
術
品
 
を
 美
術
品
と
 
し
て
 
愛
さ
ぬ
 
や
う
に
、
 
又
 花
卉
 
を
 も
 
欺
に
 
花
卉
と
 
し
て
 
愛
撫
す
 
る
 
こ
と
 
を
し
 
な
 

い
。
 
み
な
.
 e
 分
 を
 中
心
と
し
て
 
自
己
の
 
装
飾
に
 
使
 
ふ
の
で
 
あ
る
。
 
利
用
す
 
る
の
で
 
あ
る
。
 

こ
、
 
に
 或
る
 
Si の

 文
化
 
を
^
み
 
出
し
つ
、
 

あ
る
 
米
 國
國
民
 
性
の
 
根
強
い
 
特
色
が
 
あ
る
と
 
私
 は
 思
 ふ
。
 

(一 
九
 
一 八

 年
 四
月
 

「
新
 小
說
」
 
所
^
)
 

林
^
の
 
野
-
 
 

さ
つ
 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

コー
 

一一
 

一四
 

め
る
 

六
月
の
 

日
記
 

十
七
 

日
 

. 
昨
夜
 

デ
ィ
 

ャ
ル
.
 

チ
バ
を
 

一
錠
 

呑
ん
で
 

寢
 

た
の
 

だ
け
れ
 

ど
も
、
 

黎
明
の
 

微
光
が
 

雨
戸
の
 

上
の
 

ガ
ラ
ス
 

を
 

通
し
て
 

さ
し
て
 

來
 

る
と
、
 

も
 

う
 

瞼
が
 

開
い
て
 

し
ま
っ
た
。
 

夜
着
の
 

袖
で
 

眼
を
隱
 

し
て
、
 

寢
息
を
 

ま
ね
て
 

見
た
り
 

す
る
 

け
れ
ど
も
 

寢
 

つ
か
れ
な
い
。
 

こ
の
 

春
の
 

熱
 

K
 

以
来
の
 

惡
ぃ
 

習
慣
に
 

な
っ
て
 

了
っ
た
。
 

今
日
 

も
 

五
月
雨
が
 

朝
か
ら
 

降
っ
て
 

ゐ
た
。
 

何
ん
 

と
い
 

ふ
な
つ
 

か
し
い
 

觀
！
5
 

の
 

感
じ
 

だ
。
 

私
 

位
 

雨
の
 

妇
 

き
な
 

人
間
 

は
 

珍
ら
 

し
い
か
 

も
 

知
れ
な
い
。
 

き
ら
，
/
,
 

\ 
し
た
 

日
光
が
 

梟
の
 

や
う
に
 

嫌
 

ひ
で
、
 

書
 

齋
の
中
 

を
 

薄
暮
 

程
に
 

喑
 

く
し
て
 

置
く
 

私
に
 

は
、
 

雨
 

も
よ
 

ひ
の
 

空
の
 

光
 

程
 

親
し
ま
れ
る
 

も
の
 

は
な
い
。
 

ミ
レ
 

ー 
も
 

曇
っ
た
 

空
の
 

讃
美
 

者
の
 

一
人
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

を
發
見
 

し
た
 

時
 

は
 

可
な
 

り
 

愉
快
だ
っ
た
。
 

ミ
レ
 

ー 
に
 

云
 

は
せ
 

る
と
 

曇
っ
た
 

筌
の
 

下
に
 

あ
る
 

物
象
 

は
、
 

色
彩
の
 

纖
 

美
な
 

特
色
 

を
發
 

揮
す
 

る
 

さ
う
 

だ
。
 

雨
の
 

音
 

も
い
 

\。
 

そ
の
 

潤
 

ひ
も
い
 

> -。
 

第
一
 

私
の
 

ひ
そ
み
 

勝
ち
な
 

眼
が
 

は
っ
き
り
と
 

大
き
く
 

開
く
。
 

熱
し
易
い
 

腦
が
 

過
度
の
 

乾
 

燥
か
ら
 緩
和
さ
れ
 
る
。
 

朝
の
 

中
 

は
 

隣
り
 

か
ら
 

生
 

馬
 

夫
婦
が
 

來
て
、
 

一
葉
 

女
史
の
 

全
集
 

を
 

返
し
て
 

く
れ
た
。
 

今
夜
 

母
と
 

歌
舞
伎
 

座
に
 

行
く
 

の
で
、
 

母
に
 

「
に
 

ご
り
 

え
」
 

を
讀
 

ま
せ
よ
う
と
 

思
っ
た
 

の
 

だ
。
 

母
が
 

讀
ん
 

で
ゐ
 

る
か
ら
 

ふ
と
 

見
る
 

と
 

「
わ
れ
か
ら
」
 

を
 

幾
 

頁
 

か
讀
み
 

進
ん
で
 

ゐ
た
。
 

そ
 

こ
 

は
 

違
 

ふ
と
い
っ
た
ら
 

「
に
ご
り
え
」
 

と
い
 

ふ
の
 

は
 

そ
の
 

本
 

全
體
の
 

名
で
、
 

そ
の
 

一
 

章
に
 

「
わ
れ
か
ら
」
 

と
い
 

ふ
の
 

が
 

あ
る
の
 

だ
と
 

思
っ
て
 

ゐ
 

た
と
 

云
 

ふ
の
で
 

大
笑
 

ひ
 

を
し
た
。
 

書
齋
に
 

行
っ
て
 

「
新
時
代
」
 

に
 

寄
せ
る
 

「
藝
術
 

制
作
の
 

解
放
」
 

と
い
 

ふ
 

小
さ
な
 

感
想
文
 

に
 

筆
 

を
つ
 

け
て
 

見
た
 

が
氣
 

が
乘
ら
 

な
か
っ
た
。
 

書
け
 

な
い
 

と
な
る
と
 

ど
ん
な
 

下
ら
な
い
 

も
の
で
 

も
 

書
く
 

の
が
い
 

や
に
な
る
。
 

而
 

し
て
 

何
時
で
も
 

g
 

間
が
 

逼
 

つ
て
か
ら
 

攻
め
立
て
ら
れ
て
 

苦
し
い
 

思
 

ひ
 

を
す
 

る
。
 

こ
ん
な
 

惡
ぃ
 

習
慣
 

を
 

破
ら
な
け
れ
ば
 

到
底
 

大
 

乍
に
 

手
を
染
 



め
る
 
時
期
 
は
來
 
な
い
。
 
大
變
惡
 
い
 事
 だ
。
 
原
稿
 
羝
に
向
 
ふ
の
 
が
 厭
に
 
な
っ
た
 
の
で
 
手
近
な
 
書
物
な
 
ど
を
跺
 
り
顿
げ
 
て
お
 
む
。
 

S
 
夫
人
 

が
 貸
し
て
 
く
れ
た
 
フ
ラ
 
ン
ス
の
 
「
シ
ル
 
ベ
 
ス
ト
 
ル
.
 ボ
ナ
 

ー 
ル
の
 
罪
惡
」
 
を
 開
く
 
と
 
強
烈
な
 
香
料
の
 
匂
 
ひ
が
 
部
屋
に
 
溢
れ
る
 
か
 と
^
は
 

れ
る
。
 
香
料
の
 
爲
 め
に
 
弱
い
 
心
臓
 
を
 殊
更
 
弱
く
し
て
 
ゐ
る
 
や
-
病
的
な
 
そ
の
 
人
の
 
趣
味
が
 
私
に
 
も
乘
り
 
移
る
 
や
う
 
だ
。
 

ひ
 は
お
 
樂
 

に
 近
い
 
效
果
を
 
人
の
 
感
覺
 
に
與
 
へ
て
 
く
れ
る
。
 

歌
舞
伎
 
座
 は
 
一 一
時
か
ら
 
始
ま
る
 
と
い
 
ふ
の
で
、
 
母
と
 
生
 馬
と
 
私
と
 
は
 丁
度
 
そ
の
 
時
刻
に
 
直
營
の
 
茶
屋
に
 
行
っ
た
 

J 
「
麻
の
 
L,r-」 

と
 

「
一
葉
 
會
」
 と
も
う
 

一
 つ
の
 
總
 見
の
 
札
が
 
か
-
つ
て
 
ゐ
た
。
 
表
看
板
 
は
 皆
 取
り
入
れ
ら
れ
て
 
入
口
 
正
面
の
 
所
に
 
竝
べ
 
て
あ
つ
た
。
 
新
派
 

劇
の
 
看
板
と
 
い
ふ
 
も
の
 
は
 世
に
 
俗
惡
な
 
も
の
 

X 
一  つ

 だ
と
 
思
 
ふ
。
 
劇
場
に
 
這
 入
っ
て
 
か
ら
 
廣
^
 
を
^
る
 
と
 11 場

 は
 
一二 時

と
 
な
っ
て
 
ゐ
 

て
、
 
見
所
に
 
は
 撒
い
た
 
程
し
 
か
 人
 
は
 來
て
ゐ
 
な
か
っ
た
。
 

私
 等
の
 
席
に
 
は
 生
 馬
の
 
招
い
た
 
赘
 家
の
 
長
^
 
氏
が
、
 
通
知
^
り
 

一
時
^
-
か
 

ぼつ
ねん
 

ら
來
て
 
待
っ
て
 
ゐ
 
る
と
 
云
っ
て
、
 
孑
 然
と
し
て
 
ゐ
た
。
 

恥
 か
し
な
が
ら
 
私
は
覺
 
え
て
 
ゐ
 
な
い
 
程
 以
前
に
 
こ
の
 
座
に
 
來
た
事
 
は
 
あ
る
が
、
 
そ
の
後
 
は
 
一一； 叫

 囘
立
兑
 
を
し
た
 
ぐ
け
 
な
の
で
 
小
ノ
し
 

も
 
案
內
を
 
知
ら
な
い
。
 

が
 e: 人

 連
れ
立
つ
 
て
先
づ
 
三
階
に
 
登
っ
て
 
見
た
 
が
、
 そ
こ
に
 
は
こ
れ
 
と
い
 
ふ
 も
の
 
も
な
い
 
の
で
、
 
こ
の
 
=
 
の
 狂
 

言
の
 
繪
 葉
書
 
を
 買
っ
て
 
二
階
に
 
降
り
る
 
と
、
 
そ
こ
に
 
故
 春
 葉
、
 
一
葉
の
 
遣
 品
が
 
陳
列
し
て
 
あ
っ
た
。
 
可
な
 
り
廣
 
い
お
お
 

き.， い
^
^
の
 

中
央
に
 
椅
子
 
テ.. '

ブ
ル
が
 
据
ゑ
 
て
あ
つ
て
、
 
番
人
の
 
娘
が
 
二
三
 
人
 所
在
な
 
さ
-
う
に
 
散
ら
ば
っ
て
 
講
談
 
か
 何
 か
を
讀
 
ん
で
ゐ
 
た
。
 
そ
 

の
 床
の
間
に
 
は
 擦
筆
畫
 
ら
し
い
 
春
 葉
の
 
大
き
な
 
肖
像
が
 
安
置
し
て
 
あ
っ
て
、
 
誰
か
ら
 
か
の
 
造
花
の
 
大
き
な
 
花
環
が
 
供
 
へ
ら
れ
て
.
 

た
。
 
床
に
 
繽
く
 
違
棚
と
 
い
ふ
 
や
う
な
 
所
に
 
は
、
 
春
 葉
、
 
一
葉
の
 
遣
 作
と
、
 
春
 葉
の
 
「
憂
き
身
」
 

の
 原
稿
と
 
が
 陳
列
し
て
 
あ
っ
た
。
 

そ
 

の
 右
手
に
 
あ
た
る
 

一
 間
 位
の
 
壁
 間
に
 

一
 葉
の
 
遣
 品
が
 
列
べ
 
て
あ
つ
た
。
 

全
集
で
 
親
し
み
の
 
あ
る
、
 
濃
く
な
い
 
髮
 を
つ
、
 
ま
し
く
 
結
ん
で
、
 
さ
っ
ぱ
り
し
た
 
衣
服
 
を
^
た
 
半
身
の
 
肖
像
が
 
少
し
 
引
き
延
ば
し
 

て
 懸
け
て
 
あ
っ
た
。
 

甲
 州
 人
の
 
一
種
の
 
覇
氣
 
に
、
 
江
 戶
兒
の
 
切
れ
味
の
 
よ
さ
 
を
 
つ
き
ま
ぜ
て
、
 

そ
の
 
當
 時
に
 
受
け
て
 
ゐ
た
 
女
性
の
 
し
 

あ
る
 
六
月
の
 
日
記
 
 

三
 三
 五
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j
 

ゥ
 

が
な
い
^
 

命
と
 

い
ふ
 

様
な
 

も
の
で
す
 

つ
か
り
 

そ
れ
 

を
 

包
み
 

こ
ん
で
 

ゐ
る
 

や
う
な
 

女
史
の
 

氣
性
 

を
、
 

其
の
 

肖
像
 

は
 

可
な
 

り
 

忠
實
に
 

苗
き
 

出
し
て
 

ゐ
 

る
と
 

云
へ
 

よ
う
。
 

其
の
 

容
貌
の
 

何
處
 

に
も
 

悒
欝
 

ら
し
く
 

見
え
る
 

所
 

は
な
い
 

け
れ
ど
も
、
 

一
種
の
 

陰
影
が
 

寫
 

眞
全
體
 

に
^
よ
つ
 

て
ゐ
 

る
つ
 

あ
ん
な
 

時
代
に
 

あ
ん
な
 

境
遇
に
 

生
ま
れ
て
 

来
べ
き
 

私
で
は
な
か
っ
た
 

の
 

だ
と
い
 

ふ
 

形
が
：
 

十
分
の
 

1
 

が
の
 

下
か
ら
 

ほ
の
 

見
 

え
て
 

ゐ
 

る
。
 

そ
れ
が
 

彼
女
の
 

容
貌
の
 

ch
ar
 

ョ 
で
あ
る
ら
 

し
い
。
 

「
に
ご
り
え
」
 

を
讀
 

む
と
、
 

お
 

力
が
 

何
 

か
 

物
に
 

飽
き
 

足
ら
ぬ
 

や
う
な
 

風
が
 

あ
る
の
 

を
 

結
 

域
が
 

不
審
し
て
 

（
■
 

お
前
 

は
 

出
世
 

を
 

望
ん
で
 

ゐ
 

る
な
 

—
 

と
い
 

ふ
 

所
が
 

あ
る
。
 

讀
ん
で
 

見
る
 

と
 

誰
に
 

で
も
 

解
る
，
 

o,
 

う
に
 

あ
す
こ
の
 

件
 

だ
け
 

は
 

作
者
が
 

ど
う
し
た
 

の
か
 

突
然
 

客
觀
の
 

立
場
に
 

蹉
.
 

い
て
 

露
骨
に
 

も
主
觀
 

的
な
 

弱
點
を
 

取
り
繕
 

ふ
 

暇
 

も
な
 

く
 

暴
 

露
し
た
 

跡
が
 

著
し
い
。
 

私
 

は
 

あ
す
こ
 

を
 

讀
ん
で
 

思
 

は
す
 

ひ
や
つ
 

と
し
た
。
 

一
葉
と
 

い
ふ
 

人
に
 

も
 

あ
ん
な
 

破
綻
が
 

見
え
る
 

事
が
 

あ
る
の
 

だ
。
 

修
飾
さ
れ
 

な
い
 

主
觀
 

—
—
 

そ
れ
 

は
 

一
 

葉
の
 

裏
 

を
 

か
い
て
 

面
白
い
。
 

fK
 

才
が
 

到
底
 

人
間
で
 

あ
る
の
 

を
 

裏
書
き
し
て
 

ゐ
る
 

の
が
 

板
 

も
 

し
い
。
 

一
葉
の
 

容
貌
に
 

は
，
 

女
 

だ
け
に
、
 

流
石
に
 

そ
ん
な
 

隙
 

は
 

見
せ
て
 

ゐ
 

な
い
。
 

然
し
な
が
ら
 

よ
く
 

見
て
 

ゐ
 

る
と
、
 

さ
う
 

し
た
 

空
氣
 

は
何
處
 

か
に
 

漂
っ
て
 

ゐ
る
。
 

肖
像
の
 

下
に
 

は
 

馬
場
 

孤
蝶
 

氏
に
 

送
っ
た
 

手
簡
の
 

一
 

部
分
と
、
 

色
羝
と
 

短
冊
が
 

一 
枚
づ
 

\
竝
 

ベ
て
 

あ
っ
た
。
 

圓
 

味
の
 

あ
る
 

美
し
 

い
 

手
 

蹟
だ
。
 

自
分
で
 

も
 

少
し
 

歌
の
心
 

得
の
 

あ
る
 

母
 

は
 

千
 

蔭
の
 

直
流
 

だ
と
 

感
じ
入
っ
て
 

ゐ
た
。
 

手
簡
の
 

文
句
が
 

ま
た
 

痛
く
 

一
葉
ら
 

し
い
 

も
の
 

だ
っ
た
。
 

何
 

か
 

古
事
ま
で
 

を
 

苦
 

も
な
 

く
 

引
照
し
て
 

少
し
 

氣
 

取
っ
た
 

文
體
 

で
，
 

孤
蝶
 

氏
に
 

對
 

し
て
か
ら
 

か
ふ
 

や
う
な
、
 

親
し
み
 

を
 

籠
め
 

た
や
う
な
 

一
 

種
の
 

淡
い
 

コ
ケ
 

ト
リ
 

ー 
が
 

現
 

は
れ
て
 

ゐ
た
。
 

そ
の
 

前
に
 

置
か
れ
た
 

分
厚
な
 

原
稿
 

は
 

女
史
の
 

本
當
の
 

生
活
 

史
 

ら
し
く
 

私
の
 

眼
に
 
映
っ
た
。
 

東
洋
 

軒
の
 

出
店
で
 

紅
茶
 

を
飮
む
 

頃
に
 

樂
屋
 

か
ら
し
 

や
ぎ
 

ひ
の
 

音
が
 

聞
こ
え
た
。
 

長
 

島
 

氏
の
 

京
都
 

訛
り
と
 

慰
ら
 

か
な
 

容
貌
の
 

感
じ
と
 

が
^
 

を
 

珍
ら
 

し
が
ら
 

せ
た
。
 

そ
こ
 

を
 

出
て
 

廊
下
に
 

來
 

る
と
、
 

女
將
 

ら
し
い
 

肥
っ
た
 

婦
人
が
 

一 
一!
 

二
人
 

こ
っ
ち
 

を
 

向
い
て
 

來
 

た
が
、
 

瘦
 

せ
た
 

若
い
 

男
が
 

附
き
 

添
っ
て
 

ゐ
て
、
 

ど
う
も
 

餘
り
 

新
し
い
 

文
擧
 

書
類
 

を
讀
 

み
つ
け
な
い
 

か
ら
、
 

「
に
ご
り
え
」
 

の
 

筋
 

も
 

は
っ
き
り
と
 

は
 

判
り
 

兼
 



ね
る
 
と
い
 
ふ
や
う
な
 
事
 を
 辯
 解
し
て
 
ゐ
た
。
 

座
に
 

就
い
て
 

暫
く
す
 

る
と
 

木
が
 

這
 

入
っ
た
。
 

右
 

後
ろ
の
 

特
等
席
に
 

は
 

S
 

家
の
 

老
若
 

奥
さ
ん
 

達
が
 

來
 

て
ん
た
。
 

左
の
：
！
 

1：
 

席
に
 

は
屮
尸
 

川
 氏
と
 
山
內
 
氏
が
 
來
て
ゐ
 
た
。
 
暫
く
す
 
る
と
 
谆
も
來
 
た
。
 
そ
の
外
に
 

一 紫
 會
で
來
 
た
ら
し
い
 
人
の
 
弒
は
兑
 
え
な
か
っ
た
。
 

入
り
 
は
じ
 

分
と
 
い
ふ
 
所
で
 
あ
ら
う
。
 
「
に
ご
り
え
」
 
の
 頃
に
な
る
 
と
 
一
杯
に
 
な
っ
て
 
ゐ
た
。
 

春
 葉
の
 

r
 薆
き
 
身
」
 
は
 
長
 帳
場
の
 
五
 ̂
物
で
 
あ
る
。
 
喜
 多
 村
で
 
も
 
河
 合
で
 
も
 
私
 は
 始
め
て
 
兌
た
 
の
 だ
。
 
そ
の
 
人
^
が
 
こ
の
 
釗
を
 
，H 

す
る
 
の
に
 
ど
れ
 
程
 自
分
の
 
技
倆
 
を
發
 
揮
す
 
る
 事
が
 
出
 來
て
ゐ
 
る
の
 
か
、
 
始
め
て
の
 
私
に
 
は
 少
し
も
 
钊
ら
 
な
い
。
 

こ
の
 
刺
で
 
ー
桥
 

题
 

と
な
り
 

研
究
 

を
 

要
す
る
 

の
 

は
 

勿
論
 

日
出
 

子
と
 

い
ふ
 

河
 

合
の
 

持
 

役
で
 

あ
ら
う
。
 

彼
女
 

は
 

一
 

面
に
 

於
て
，
；
：
：
 

分
の
 

過
去
の
^
 

惡
 

(；
： 

： 
出
丫
は
 

さ
う
 

信
じ
て
 

ゐ
る
)
 

を
隱
 

し
、
 

そ
の
 

罪
 

惡
の
結
 

架
な
る
 

一
子
 

を
 

捨
て
 

\ 
も
、
 

生
^
の
 

安
お
 

と
 

榮
^
:
 

と
 

を
 

心
 

懸
け
る
 

物
慾
の
 

强
ぃ
ケ
 

で
 

あ
り
な
が
ら
、
 

そ
の
 

道
 

德
觀
は
 

全
然
 

在
来
の
 

習
俗
か
ら
 

脫
せ
 

す
、
 

一
子
に
 

對
 

し
て
も
 

可
な
 

り
 

性
格
の
 

弱
い
 

女
の
 

抟
 

つ
 

^
縛
 

を；
；：
 

し
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

こ
ん
な
 

矛
 

55
 

し
た
 

性
格
 

や
 

習
性
か
ら
 

胚
胎
さ
れ
 

た
擧
 

動
が
 

悉
く
 

無
 

に
 

行
 

は
れ
て
 

行
く
 

の
 

だ
。
 

だ
か
ら
^
の
 

苦
悶
に
 

も
覺
 

悟
に
 

も
 

躊
躇
に
 

も
 

遂
行
に
 

も
 

何
等
 

倫
理
的
な
 

意
義
 

は
な
く
、
 

物
質
的
な
 

力
の
 

離
 

八：
： 

が
 

勝
手
 

放
题
に
 

彼
女
 

を
 

弄
ん
で
^
 

後
 

し
め
ぎ
 
 

し 
ぶ 

の
 悲
劇
 
を
 生
む
 
に
過
ぎ
な
い
。
 
部
分
々
々
 

に
 は
 人
は
締
 
木
に
 
か
け
ら
れ
た
 
や
う
に
 
淚
を
 
搾
ら
さ
れ
る
。
 
然
し
 
凡
て
の
 
人
物
の
；
.
^
 
お
が
 

五
 幕
 目
の
 
終
り
に
 
來
た
 
時
、
 
人
 
は
淚
を
 
無
理
 
强
 
ひ
さ
れ
た
 
事
 を
 思
 は
す
に
 
は
 
ゐ
ら
れ
 
な
く
な
る
。
 

こ
の
 
釗
を
兑
 
終
っ
て
 
か
ら
^
の
，
 
お
 

す
る
 
所
 は
 苦
々
 
し
さ
 
だ
。
 
人
 問
の
 
魂
が
窗
 
E
 
な
 物
質
の
 
力
に
 
こ
づ
き
 
廻
さ
れ
、
 
虐
げ
ら
れ
、
 
踏
み
に
 
じ
ら
れ
 
て
、
 
し
か
も
 
ー
庞
も
 
W
 

も
覺
 
ま
さ
す
、
 
物
質
の
 
力
の
 
上
に
 
其
の
 
輝
き
 
を
與
 
へ
る
 
事
 も
な
 
く
し
て
、
 

お
め
-
 

と
摧
 
か
れ
て
 
了
っ
た
。
 
そ
の
 

卞：： 々
し
さ
 
ヶ
^
す
 

る
ば
 
か
り
だ
。
 

そ
れ
で
も
い
 

\。 
作
お
 
が
 若
し
 
そ
こ
に
 
氣
が
附
 
い
て
、
 
さ
う
 
し
た
 
無
知
な
 
人
 

の
 群
れ
 
を
 意
識
的
に
^
 
か
-
つ
と
 
し
た
の
 
な
ら
 
そ
こ
 

に
 
一 つ

の
 
藝
 術
が
 
成
り
立
つ
 
譯
だ
。
 
然
し
 
I
I
 
そ
れ
 
は
 原
作
^
の
 
仕
業
 
か
、
 
釗
 
化
し
た
 
人
の
 
什
^
 
か
 知
ら
な
い
が
 
I
I
 
此
の
 
刺
の
お
 

あ
る
 
六
月
の
 

口
 
記
 
 

H:!:- し 
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末
に
 

は
 

道
德
的
 

結
論
と
 

か
 

運
命
的
な
 

成
り
行
き
 

と
か
 

云
 

ふ
べ
き
 

も
の
が
 

明
か
に
 

示
さ
れ
よ
 

う
と
し
て
 

ゐ
る
。
 

そ
こ
に
 

作
家
の
 

洞
察
力
 

と
 

倫
现
觀
 

と
の
 

間
に
 

非
常
に
 

廣
ぃ
 

溝
が
 

あ
る
。
 

そ
れ
が
 

大
變
 

い
け
な
い
。
 

河
 

合
の
 

日
出
 

子
が
 

少
し
も
 

觀
 

客
の
 

同
情
 

を
牽
く
 

事
が
 

出
来
 

な
 

い
の
は
 

こ
 

\ 
に
あ
る
 

の
で
な
い
 

か
。
 

如
何
な
る
 

名
優
で
 

も
 

筋
の
 

解
釋
を
 

全
く
し
 

直
さ
す
 

に
 

は
 

此
の
 

劇
の
 

女
 

主
人
公
 

を
 

本
當
に
 

悲
劇
 

的な
 

も の に す る 事 は 出來
ま 

い と 思 ふ。
 

^
幕
 

目
の
 

時
 

母
 

は
 

無
理
 

强
 

ひ
に
 

淚
 

を
し
 

ぼ
り
 

出
さ
れ
る
 

苦
し
 

さ
に
 

座
 

を
外
づ
 

し
た
の
で
-
 

私
 

も
 

一
 

緖
に
座
 

を
 

立
っ
て
 

二
階
の
 

花
 

月
 

で
 

夕
餉
 

を
し
た
 

\ 
め
た
。
 

時
間
が
 

早
か
っ
た
 

爲
 

め
に
 

客
 

は
 

叫
 

組
 

ほ
ど
よ
り
 

な
か
っ
た
。
 

食
堂
の
 

一
隅
に
 

枯
川
 

氏
の
 

ー
圑
を
 

見
出
し
 

た
。
 

食
堂
 

を
 

出
て
 

廊
下
 

を
 

少
し
 

歩
い
て
 

見
た
。
 

雨
 

は
 

小
 

や
み
に
 

な
っ
て
 

ゐ
た
。
 

服
の
 

下
に
 

は
 

狹
ぃ
撗
 

町
が
 

あ
っ
て
、
 

向
う
側
に
 

建
ち
 

繽
 

い
た
 

二
階
建
の
 

長
屋
の
 

一
軒
に
 

は
 

球
 

突
き
の
 

ら
し
い
 

看
板
が
 

出
て
 

ゐ
 

た
が
，
 

客
は
な
か
っ
た
。
 

そ
の
 

隣
り
 

の
 

二
階
の
 

手
攔
 

か
ら
 

下
 

に
 

は
 

簾
が
 

垂
ら
し
て
 

あ
っ
て
、
 

そ
の
上
に
 

束
髮
の
 

頭
が
 

見
え
た
り
 

隱
れ
 

た
り
し
て
 

ゐ
た
。
 

そ
れ
が
 

裁
縫
で
 

も
し
て
 

ゐ
る
 

ら
し
か
っ
た
。
 

し
る
し
ば
ん
て
ん
 
 

キー.
 

Ht
" 

人
通
り
の
 

な
い
 

往
來
 

を
た
 

つ
た
 

一
 

人
 

印
半
纏
 

を
 

着
た
 

五
十
 

恰
好
の
 

男
が
 

足
駄
 

を
 

鳴
ら
し
て
 

通
っ
て
 

行
っ
た
。
 

束
髮
の
 

頭
が
 

一 
際
 

fn
g 

く
 

持
ち
 

上
っ
て
 

そ
れ
 

を
靦
 

い
た
。
 

と
 

思
 

ふ
と
、
 

す
ぐ
 

引
っ
込
ん
で
 

し
ま
っ
た
。
 

穴
の
 

奥
と
 

も
 

思
 

ふ
や
う
な
 

暗
い
 

深
み
に
 

舞
 

臺
が
兒
 

え
て
、
 

神
社
の
 

鳥
居
の
 

前
の
 

所
に
 

二
人
の
 

女
が
 

立
っ
て
 

ハ
 

ン
ケ
チ
 

を
 

眼
に
 

あ
て
 

て
 

何
 

か
 

話
し
合
っ
て
 

ゐ
た
。
 

眼
の
 

前
の
 

棧
 

敷
に
 

後
ろ
向
き
 

に
な
っ
て
 

坐
っ
て
 

ゐ
る
 

見
物
の
 

婦
人
 

連
 

は
、
 

一
人
 

殘
ら
す
 

舞
 

臺
の
人
 

を
眞
 

似
す
 

る
 

や
う
に
 

ハ
 

ン
ケ
 

チ
を
顏
 

に
あ
て
-
 

1 
ゐ
た
。
 

そ
こ
に
 

あ
る
 

い
く
つ
も
の
 

棧
 

敷
の
 

入
口
に
 

は
 

「
柳
 

撟
樣
」
 

と
い
 

ふ
 

札
が
 

か
 

X 
つ
て
 

ゐ
た
。
 

母
が
 

卷
 

煙
草
 

二
 

本
 

を
 

吸
 

ひ
 

切
る
 

間
 

を
 

待
っ
て
 

私
達
 

は
 

風
月
の
 

出
店
に
 

行
っ
て
、
 

茶
 

を
 

啜
ら
う
 

と
し
た
。
 

給
仕
 

を
す
 

る
 

女
が
 

泥
 

ま
み
れ
に
 

な
っ
た
 

足
駄
 

を
 

仰
向
け
に
 

後
生
大
事
に
 

右
手
の
 

上
に
 

載
せ
て
 

下
か
ら
 

昇
つ
 

て
來
 

た
。
 

而
 

し
て
 

乎
 

も
 

洗
 

は
す
に
 

私
の
 

所
に
 

ァ
 

イ
ス
 

タ
リ
 

ー 
ム
を
 

持
っ
て
 

來
て
 

く
れ
た
。
 

た
し
か
に
 

そ
れ
 

を
 

見
届
け
な
が
ら
 

私
 

は
 

平
 

氣
な
顏
 

を
し
て
 

そ
れ
 

を
 

喰
べ
 

た
。
 

私
 

は
よ
 

く
そ
 

ん
な
事
 
を
す
 
る
 
男
 だ
。
 



座
に
 
歸
 
つ
た
 
時
 四
 幕
 目
 
は
 終
り
に
 
近
づ
い
て
 
ゐ
た
。
 
棧
 敷
に
 
ゐ
 
る
人
逹
 
は
 

ん
な
 
泣
い
て
 
ゐ
た
。
 
所
が
 
中
途
か
ら
 
舞
^
 
を
 
=x る

 
私
 

は
 ど
ん
な
 
悲
し
い
 
姿
が
 
演
ぜ
ら
れ
 
た
の
 
を
 見
て
も
、
 
恥
 か
し
い
 
程
の
 
泣
蟲
な
 
癖
に
.
 
泣
く
 
氣
に
 
は
な
れ
な
か
っ
た
。
 

そ
れ
 
を
 
終
^
 
r 

る
の
 
は
 私
に
 
と
っ
て
 
不
思
議
な
 
感
じ
だ
っ
た
。
 

い
よ
 
<
 
 
「
に
ご
り
え
」
 

が
 演
ぜ
ら
れ
る
 
岙
 
に
な
っ
た
。
 
「
薆
き
 
身
」
 
で
 失
望
に
 
近
い
 
退
：
 S
 を
 
感
じ
て
 
ゐ
た
私
 
は
 不
安
な
 
し
に
 
は
 II 

幕
 を
 待
つ
 
事
が
 
出
來
 
な
か
っ
た
。
 

然
し
 
第
 
一
 幕
 を
 見
て
 
感
激
 
を
 感
じ
た
 
私
 は
 第
一
 
一
幕
に
 
來
て
 
深
く
 
感
動
し
て
 
し
ま
っ
た
。
 
原
作
と
 
比
較
し
て
 
兑
る
 
と
こ
の
 
刺
^
に
 
も
 

そ
の
 
改
作
に
 
苦
心
の
 
跡
 は
 兌
え
 
な
が
ら
 
可
な
 
り
な
 
無
理
が
 
あ
る
。
 
例
へ
ば
 
原
作
で
 
は
お
 
力
と
 
給
 城
の
 
關
 係
の
 
巡
行
が
 

一一 •：！ に
な
っ
て
 

別
々
 
に
 描
出
さ
れ
 
て
ゐ
 
る
。
 
お
 力
が
 
結
 城
 を
^
ら
 
せ
る
 
ま
で
に
 
は
實
に
 
微
妙
な
 
心
现
の
 
推
移
が
 
行
 は
れ
て
 
ゐ
る
。
 
そ
れ
 
を
 
こ
の
 
劇
で
 

は
 
一
場
に
 
し
て
し
 
ま
っ
て
、
 

お
 力
 
を
 身
受
け
し
ょ
う
 
と
す
る
。
 
原
作
で
 
は
 最
初
の
 
會
兑
 
に
お
 
力
に
 
云
 は
せ
 
て
 
ある；：：：：： あ

 を
、
 
そ
 
€
5
1
 

使
用
し
て
 
ゐ
る
。
 
こ
れ
で
 
は
お
 
力
が
 
本
當
に
 
働
く
 
餘
地
は
 
無
く
な
っ
て
 
ゐ
 
る
と
 
云
 は
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 

そ
ん
な
 
缺
點
が
 
あ
る
に
 
も
 
係
 は
ら
す
、
 
此
の
 
劇
の
 
戲
曲
 
的
效
^
 
は
 前
の
 
も
の
に
 
比
し
て
 
何
ん
 
と
い
 
ふ
^
^
だ
 
ら
う
。
 
河
 介
で
 
も
^
 

#^  -ン 

多
 村
で
 
も
 
前
の
 
芝
居
の
 
河
 合
 
や
 喜
 多
 村
と
 
は
 全
く
 
別
人
の
 
觀
が
 
あ
る
。
 
殊
に
 
喜
 多
 村
 は
、
 
所
謂
 
儲
け
役
で
 
は
 あ
ら
う
 
け
れ
ど
も
、
 

，
 

醇
な
 
人
^
味
 
を
 
十
分
に
 
出
し
て
 
ゐ
た
。
 
私
 は
 
一
葉
と
 
春
 葉
と
の
 
才
能
 
を
 
比
較
し
 
よ
う
と
 
は
 思
 は
な
い
。
 

^
一
 
 私
 は
^
 
藥
の
 
も
の
 
を
 
<r: 

く
讀
 
ん
で
ゐ
 
な
い
。
 
然
し
 
兎
 ま
れ
 
一
葉
が
 
或
る
 
種
類
の
 
生
活
 
を
 兌
ず
：
 
く
 
力
の
 
天
 才
的
 
で
あ
る
の
 
を
 誰
が
 
拒
み
^
ょ
う
。
 
刺
と
 
し
て
の
 

「
に
ご
り
え
」
 
の
效
栗
 
は
、
 
實
に
 
女
史
の
 
天
才
の
 
力
が
 
色
々
 
な
 障
碍
 
物
 を
 潜
り
 
拔
 
け
て
 
現
 は
れ
た
 
も
の
 
だ
と
.
：
 ム
 つ
て
い
、
。
 

そ
れ
に
-
.
 
に 

多
 村
 や
 木
 村
 や
 河
 合
の
 
鼠
 〈
面
目
な
 
努
力
が
 
戲
曲
 
化
の
 
不
十
分
 
さ
 
を
 補
っ
て
 
ゐ
る
。
 

第
一
 
幕
で
 
喜
 多
 村
の
 
源
 七
が
、
 
三
菱
の
 
古
 半
纏
 
か
 何
 か
 を
 着
て
、
 
菊
の
 
井
の
上
 
框
に
^
 
を
 
か
け
て
、
 

酌
：
 g
 が
 吸
 
ひ
つ
け
て
 
く
れ
る
 

長
 煙
管
 
を
 受
け
取
る
 
仕
草
 
を
 見
る
 
と
、
 
私
の
 
眼
か
ら
 
は
ど
う
し
た
 
も
の
 
か
 淚
が
續
 
け
さ
 
ま
に
 
流
れ
出
た
。
 
而
 し
て
^
 
は
す
 
嘆
れ
 
ハ
^
 

あ
る
 
六
月
の
 
日
記
.
 
 

-. 
::: 九

 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

一一
 

一 

き
せ
る
 
 

ん 
 

一 * 
を
 

出
し
た
 

疊
に
 

近
く
 

乎
 

を
 

出
し
て
 

下
か
ら
 

煙
管
 

を
 

そ
っ
と
 

受
け
て
、
 

跼
み
加
 

滅
に
體
 

の
 

方
 

を
 

其
の
 

吸
口
に
，
 

つ
て
 

行
く
、
 

ぁ
乜
 

は
 

源
 

七
の
 

心
を
畫
 

に
し
て
 

描
い
て
 

見
せ
て
 

ゐ
る
。
 

先
き
 

の
 

望
み
 

を
ぶ
 

つ
り
と
 

斷
ち
 

切
ら
れ
た
 

• 
勝
 

氣
で
ゐ
 

て
 

極
！
 

g
M
,
 

淚
っ
？
 

7 つ 
C 
 

A
 

力
 

が
，
 

運
命
的
に
 

惚
れ
込
ま
 

す
に
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

な
い
 

男
の
 

甲
斐
性
な
 

さ
と
、
 

控
へ
 

ひ
^
な
 

實
意
 

と
が
 

其
の
儘
 

現
 

は
れ
て
 

ゐ
た
。
 

第
二
 

幕
で
 

私
 

は
 

木
 

村
の
お
 

初
に
 

感
心
し
た
。
 

喜
 

多
 

村
の
 

脇
師
 

と
し
て
も
、
 

あ
れ
で
 

十
分
 

だ
と
 

思
 

ふ
。
 

若
し
 

喜
 

多
 

村
が
 

度
々
 

延
び
 

上
 

つ
 

て
 

近
 

用
の
 

菊
の
 

井
 

力
ら
 

漏
れ
て
 

來
 

る
お
 

力
の
 

三
味
線
と
 

歌
と
 

に
 

聞
き
惚
れ
る
 

わ
ざ
と
ら
 

し
い
 

仕
草
が
な
か
っ
た
ら
、
 

M
 

七
の
 

殳
 

は
 

更
に
 

光
を
增
 

し
た
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

こ
の
 

幕
 

も
 

原
作
で
 

は
た
し
 

か
に
 

ニ
囘
に
 

耳；
 

る
描
寫
 

を
、
 

縮
め
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
と
 

思
 

ふ
。
 

然
し
 

こ 

の
 

場
合
 

は
 

第
一
 

幕
の
 

場
合
よ
り
も
 

遙
 

か
に
 

成
功
し
て
 

不
自
然
の
 

感
 

が
な
い
。
 

先
 

づ
心
を
 

奪
 

は
れ
、
 

生
活
 

を
 

奪
 

は
れ
、
 

妻
子
 

を
 

奪
 

は
れ
 

な
が
ら
、
 

不
幸
の
 

源
で
 

あ
る
お
 

力
に
 

益
 

M 
盲
目
的
な
 

執
着
 

を
 

深
め
て
 

行
っ
て
、
 

自
分
 

や
 

妻
子
 

を
 

救
 

ふ
 

事
が
 

出
来
な
い
 

ば
か
り
で
な
く
-
 

自
分
な
が
ら
 

思
 

ひ
も
 

よ
ら
な
い
 

深
刻
な
 

執
着
と
、
 

淚
 

も
ろ
い
 

女
の
 

弱
味
に
 

し
っ
く
り
 

は
ま
り
 

込
ん
で
 

行
く
 

や
う
な
、
 

弱
味
の
 

^
衣
と
 

で
も
い
 

ふ
べ
 

き
 

性
格
 

を
 

以
て
、
 

と
う
，
 

（
-
ぉ
 

力
 

を
 

さ
へ
 

死
に
 

導
い
て
 

了
 

ふ
：
 

小
 

幸
な
 

源
 

七
が
、
 

我
と
 

我
が
身
 

を
 

も
て
 

あ
っ
か
 

ひ
 

兼
ね
て
、
 

性
根
な
 

く
 

起
き
て
 

見
た
り
 

轉
 

が
っ
て
 

昆
 

た
り
す
 

る
 

苦
悶
 

は
 

可
な
 

り
 

强
く
晛
 

は
れ
て
 

ゐ
た
。
 

然
し
 

第
三
 

幕
 

目
 

を
 

見
て
 

私
 

は
 

徹
底
的
に
 

失
望
し
て
 

了
っ
た
。
 

一
葉
か
ら
 

離
れ
る
 

と
そ
の
 

瞬
^
に
 

あ
の
 

作
 

は
 

死
ん
で
 

し
ま
 

ふ
。
 

天
才
 

と
 

は
實
に
 

不
思
議
な
 

煉
金
師
 

だ
。
 

「
誰
も
 

人
の
 

居
な
い
 

靜
 

か
な
 

寂
し
い
 

所
が
な
い
 

も
の
 

か
」
 

と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

述
懷
は
 

本
文
 

通
り
 

使
っ
て
 

あ
る
 

け
れ
ど
も
、
 

そ
の
 

所
 

を
 

失
っ
て
 

ゐ
 

る
か
ら
-
 

そ
れ
が
 

お
 

力
の
 

口
か
ら
 

云
 

ひ
 

出
さ
れ
て
、
 

ひ
ど
く
 

わ
ざ
と
ら
 

し
い
 

も
の
に
 

な
っ
て
 

然
し
 

兎
に
角
に
 

も
 

「
に
ご
り
え
」
 

に
 

は
、
 

「
憂
き
身
」
 

に
 

見
ら
れ
な
い
 

嚴
 

肅
な
モ
 

ー 
フ
ル
が
 

痛
感
 

せ
ら
れ
る
 

J 
私
の
 

い
ふ
 

乇
 

I 
ラ
ル
と
 

は
 

物
質
 

力
に
 

對
 

し
て
 

精
神
力
の
 

優
越
が
 

證
據
 

立
て
ら
れ
た
 

場
合
 

を
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

お
 

力
 

も
 

源
 

七
 

も
、
 

大
多
數
 

の
 

人
間
が
 

あ
る
 

や
う
に
、
 

缺
 

點
 

だ
ら
け
な
 

人
々
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

二
人
と
も
 

社
會
 

上
の
 

約
束
と
 

習
俗
と
 

を
滅
 

茶
々
々
 

に
 

踏
み
 

躅
 

つ
た
。
 

意
地
 

惡
な
 

運
命
 

は
 

彼
等
 

を
 

思
 

ひ
 



の
ま
、
 
に
飜
^
 
し
た
。
 
然
し
 
彼
等
 
は
 
ど
ん
な
^
が
 
あ
っ
て
も
 
そ
の
 
最
も
 
眞
實
な
 
最
も
 
深
い
 
要
求
 
を
 踏
み
 
綱
り
 
は
し
な
か
っ
た
。
 
§
 

は
 
そ
の
 
要
求
の
 
爲
 め
に
 
潔
く
 
凡
て
 
を
擲
 
つ
て
 
殉
死
し
た
。
 

そ
の
 

I
h
o
s
 

に
 私
 は
 打
 た
れ
て
 
泣
く
 
の
 だ
。
 
卷
槳
の
 
も
の
に
 
は
こ
の
 
や
 

う
な
 
生
活
の
 
髓
 が
な
い
。
 

本
 雨
の
 
屮
で
源
 
七
が
 
腹
に
 
脇
 指
 を
 刺
し
通
し
 
て
お
 
力
の
 
肩
に
 
も
た
れ
 
か
ゝ
 
る
と
 
最
後
の
 
幕
が
 
引
か
れ
た
。
 
時
^
は
 
十
 
一 時

 を
 過
ぎ
 

て
ゐ
 
た
。
 

义
雨
 
が
し
と
/
 
\
 
と
 降
り
出
し
て
 
ゐ
た
。
 
出
口
の
 
混
 雜
の
屮
 
で
 鏡
 花
 氏
の
 
奥
さ
ん
に
 
始
め
て
 
紹
介
さ
れ
 
た
。
 
：
：
：
人
-
：
：
^
巾
に
ぉ
っ
 

て
か
ら
 
念
に
 
思
ひ
附
 
い
て
、
 
近
所
 
だ
か
ら
 
泉
の
 
奥
さ
ん
 
を
お
 
呼
び
し
 
よ
う
と
、
 

生
 馬
が
 
帽
子
 
も
 被
ら
す
 
に
^
の
 
巾
 
を
^
ね
 
た
け
れ
 
ど
 

も
 
無
駄
だ
っ
た
。
 
先
刻
 
私
の
 
前
ま
で
 
来
て
 
挨
拶
 
を
し
た
 

一
 葉
 會
の
發
 
起
 人
の
 
馬
場
 
孤
蝶
 
氏
が
 
折
飽
を
 
左
手
に
 
持
っ
て
 
人
 
ご
み
の
 
叫
々
 

分
け
な
が
ら
 
お
っ
て
 
行
く
 
の
が
 
見
え
た
。
 

三
人
 
は
 車
の
 
中
で
す
 
つ
か
り
 

一
 葉
に
 
感
心
し
て
 
了
っ
て
 
ゐ
た
。
 

寢
 た
の
 
は
 十
二
時
だ
っ
た
 
ら
う
。
 
翌
日
 
話
し
合
っ
て
 
兌
る
 
と
 
母
 も
 
生
^
も
 
久
し
く
 
寢
ら
れ
 
な
か
っ
た
 
さ
う
 
だ
が
、
 
^
附
 
き
の
 
M い
い
 

私
 だ
け
 
は
 
仕
 合
せ
に
 
も
す
 
ぐ
 
眠
り
に
 
落
ち
た
。
 

(
一
九
 

一 
八
 

年
 

七
お
 

、「
新^
..
 

所
^
〕
 

あ
る
 
六
 
=： 

の 
日
記
 
 

1 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

B
M
1
 

武
者
 

小
路
 

兄
 

へ
 

武
者
 
小
路
 
兄
。
 

あ
な
た
 

や
 

同
志
の
 

諸
君
が
 

合
理
的
な
 

生
活
 

を
 

深
く
 

望
ま
れ
た
 

結
^
、
 

あ
な
た
 

方
の
 

實
際
 

生
活
 

を
 

改
造
し
 

よ
う
と
 

企
て
ら
れ
 

た
に
 

就
 

い
て
、
 

世
間
が
 

色
々
 

な
 

評
 

钊
 

を
し
、
 

旣
に
 

そ
れ
に
 

關
 

し
て
 

意
見
 

を
 

公
表
し
た
 

も
の
 

さ
へ
 

あ
る
の
 

を
 

知
り
ま
し
た
。
 

早
計
に
 

失
す
る
 

か
 

も
 

知
れ
な
い
 

が
、
 

私
に
 

も
 

少
し
 

云
 

は
せ
 

て
い
た
^
き
 

た
い
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

昔
か
ら
 

人
類
の
 

生
活
 

は
 

そ
の
 

進
化
，
 

境
遇
の
 

變
 

化
に
 

つ
れ
て
 

幾
度
 

か
 

調
節
さ
れ
 

改
造
さ
れ
 

て
 

來
て
ゐ
 

ま
す
。
 

過
去
と
 

云
 

ふ
 

霞
 

を
 

透
 

し
て
 

眺
め
て
 

ゐ
 

る
か
ら
、
 

そ
の
 

調
節
 

作
用
 

は
緩
漫
 

な
 

も
の
 

\ 
や
う
に
 

見
え
る
 

け
れ
ど
も
，
 

而
 

し
て
 

何
ん
で
も
 

な
い
 

自
然
な
 

經
路
の
 

や
 

う
に
^
へ
 

る
 

け
れ
ど
も
、
 

假
 

り
に
 

想
像
 

を
 

過
去
の
 

そ
の
 

時
代
々
々
 

に
 

遡
ら
し
て
 

考
察
し
て
 

見
る
 

と
，
 

人
類
 

生
活
の
 

様
式
 

は
 

可
な
 

り
 

根
 

本
 

的
な
 

變
化
を
 

幾
度
 

か
經
て
 

來
て
ゐ
 

る
し
、
 

新
し
い
 

様
式
が
 

古
い
 

様
式
に
 

取
っ
て
 

代
る
 

時
に
は
、
 

出
産
の
 

時
と
 

同
様
な
、
 

生
か
 

死
 

か
 

c
r
 
 

かう
 

せ 
\ 

と
い
 

ふ
や
う
な
 

危
機
 

を
 

潜
っ
て
 

ゐ
る
 

事
を
發
 

見
し
 

ま
す
。
 

然
し
な
が
ら
 

人
類
が
 

眞
に
 

更
生
す
 

る
爲
 

め
に
 

は
、
 

眞
に
 

活
動
的
な
 

生
活
 

を
 

持
績
 

し
て
 

行
く
 

爲
 

め
に
 

は
、
 

い
や
で
 

も
こ
の
 

危
險
を
 

犯
し
て
、
 

新
た
な
 

道
 

を
 

切
り
開
い
て
 

行
か
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

而
 

し
て
 

今
の
 

時
代
 

は
 

そ
の
 

飛
躍
の
 

時
期
で
 

あ
る
 

事
 

を
 

思
 

は
せ
 

ま
す
。
 

扠
隸
 

使
役
の
 

時
代
に
 

代
っ
た
 

封
建
制
度
の
 

時
代
、
 

封
建
制
度
 

の
 

時
代
に
 

代
っ
た
 

資
本
 

制
度
の
 

時
代
 

—
—
 

卽
ち
 

今
の
 

時
代
 

は
旣
に
 

老
い
ま
し
た
"
 

ォ
 

ー 
ヱ 

ン
が
 

出
、
 

サ
 

ン
：
ン
 

モ
 

ン
が
 

出
て
か
ら
 

百
年
 

の
餘
 

に
な
り
ま
す
。
 

日
本
が
 

封
建
制
度
か
ら
 

资
本
 

制
度
に
 

移
っ
た
 

の
 

は
 

五
十
 

年
 

前
の
 

事
 

だ
と
 

云
 

ふ
け
れ
 

ど
も
、
 

歐
洲
に
 

十
分
 

發
 

達
し
 

て
ゐ
た
 

そ
の
 

制
度
 

を
 

そ
の
 

儘
 

輸
入
し
た
 

の
 

だ
か
ら
、
 

そ
の
 

凡
て
の
 

特
長
と
 

共
に
 

弊
害
 

も
 

思
 

ふ
 

存
分
 

五
十
 

年
の
 

間
に
 

現
 

は
れ
て
 

來
て
ゐ
 

•5
 

す
 



如
何
な
る
 
時
代
の
 
如
何
な
る
 
制
度
に
 
も
 弊
害
の
 
伴
っ
て
 
起
る
 
の
 は
 
知
れ
 
切
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
然
し
な
が
ら
 
そ
れ
 
を
 
恐
れ
て
 
现
^
 
制
^
 

の
 弊
害
が
 
つ
の
り
つ
 
の
っ
て
、
 
人
の
 
心
ま
で
 
萎
ま
し
て
 
仕
舞
 
は
う
 
と
す
る
 
の
 を
^
 
過
し
て
 
ゐ
る
譯
 
に
 は
 行
き
ま
せ
ん
。
 
ど
ん
な
 
弊
^
 

が
 起
っ
て
 
來
 
る
か
 
は
 知
ら
な
い
が
、
 
兎
に
角
 
今
の
 
制
度
よ
り
も
 
人
類
の
 
生
活
 
を
よ
り
 
宰
；
 I
 に
^
く
と
 
思
 は
れ
る
 
境
遇
に
 
轉
 化
す
る
 
必
 

耍
は
 
日
に
-
 
(
\
逼
 
つ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 

あ
な
た
 
も
 
私
 も
 割
合
に
 
安
 同
な
 
衣
食
住
 
を
 保
障
さ
れ
 
て
ゐ
る
 
家
に
 
生
ま
れ
て
 
來
て
ゐ
 
ま
す
。
 
そ
れ
 
だ
の
に
、
 

こ
の
 
人
か
ら
^
 
ま
れ
 

る
 
べ
き
 
生
活
の
 
中
に
 
も
、
 
私
逹
は
 
絡
え
 
す
慯
 
ま
し
い
 
思
 
ひ
 を
し
て
、
 
生
活
し
て
 
ゐ
 な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
の
で
す
。
 
笫
 
一 私
迮
は
 
都
 八：； の

 

い
-
境
遇
に
 
生
 
ひ
 立
っ
た
 
と
い
 
ふ
點
 
か
ら
 
私
達
 
自
身
の
 
才
能
 
を
 
す
ら
 
割
引
き
し
て
 
考
 
へ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
の
で
す
。
 
公
然
と
 
こ
れ
 

は
 自
分
が
 
自
分
の
 
力
で
 
造
り
上
げ
た
 
才
能
 
だ
 ぞ
と
云
 
ひ
 切
る
^
 
が
出
來
 
な
い
や
う
な
 
立
場
に
 
ゐ
 ま
す
。
 
私
^
の
 
持
っ
て
 
ゐ
る
 
品
性
で
 

も、 健康で
 

も、 愛 心で も、 こんな
 

境遇に
 

あれば
 

こそと
 

おみね
ば 

ならぬ
 

弱さ を 持って
 

ゐ ます。
 

私^の
 

木忭 が^は
 

X 

う
と
す
 
る
 幸
.
 1
 
に
さ
 
へ
 こ
ん
な
 

ハ
 
ン
 デ
ィ
 
キ
ャ
ッ
プ
 
を
 置
か
ね
ば
 
な
ら
な
い
 
の
で
す
 
か
ら
、
 
物
^
;
 的
の
宰
 
1
 
に
對
 
し
て
 
似
 ま
し
い
^
 
ひ
 

を
し
 
鑌
 け
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
 
い
の
は
 
勿
論
の
 
事
で
す
。
 
私
達
 
は
 
そ
の
 
存
在
 
を
 
ぎ
こ
ち
な
く
 
緙
ら
 
れ
て
ゐ
 
ま
す
。
 
水
お
 

の，：：. E
 は
あ
り
 

ま
せ
ん
。
 
资
本
 
制
度
の
 
恩
澤
を
 
十
分
に
 
受
け
て
 
ゐ
 
る
私
逹
 
で
 す
ら
 
さ
う
な
 
の
で
す
 
か
ら
、
 

こ
の
 
制
度
の
 
ま
、
 
子
で
 
あ
る
 
人
 

の
！
 
W
 

は
 更
に
 
思
 
ひ
 や
ら
れ
ま
す
。
 

私
の
 
若
い
 
友
が
 
云
っ
た
 
事
が
 
あ
り
ま
す
。
 
今
の
 
制
度
の
 
下
に
あ
っ
て
 
は
、
 
资
產
 
階
鉍
の
 
人
の
 
巾
に
 
お
^
な
 
人
が
 
あ
っ
て
、
 

n
,
"
 
に
 

堪
 
へ
な
い
で
 
勞
働
 
者
に
 
な
っ
た
 
と
し
て
も
、
 

そ
の
 
人
が
 
餘
 計
に
 
働
け
ば
 
働
く
 
だ
け
、
 
勞
働
 
階
級
の
 
人
の
 
働
く
 
分
野
 
を
^
^
し
て
^
^
 

を
 
及
ぼ
す
 
結
 菜
に
 
終
る
 
に
過
ぎ
な
い
。
 

こ
ん
な
 
制
度
に
 
は
何
虚
 
か
 間
違
っ
た
 
所
が
 
あ
る
に
 
相
逮
 
な
い
 
と
-
ぶ
ふ
 
の
で
す
。
 

こ
れ
は
^
.
 
お
 

に
考
へ
 
て
 見
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
事
で
す
。
 

生
 產
過
剩
 
の
 私
有
 
を
正
當
 
と
し
、
 
そ
の
 
量
の
 
大
小
 
を
 
以
て
 
人
 問
の
 
沽
券
 
を
 
決
め
る
 
と
い
 
ふ
^
は
 
餘
 り
に
 
W
 け
な
い
^
 
で
す
。
 
か
う
 

武
者
 
小
路
 

兄
 
へ
 
 

H
i
:
:
 



有
 

島
武
郎
 

^
集
 

笫：
. ̂
卷
 
 

三
 

四
 

四
 

ちつ
 

簡
單
に
 
云
 
へ
 ば
 誰
に
 
で
も
 
直
ぐ
 
判
る
 
事
の
 
や
う
に
 
思
 
へ
ま
す
 
が
、
 
實
 際
に
な
 
つ
て
 
見
る
 
と
こ
 
の
 小
 ぼ
け
な
 
現
象
が
 
中
軸
に
 
な
っ
て
，
 

生
活
 

機
關
が
 

動
い
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

す
か
ら
 

恐
ろ
し
い
 

の
で
す
。
 

議
會
は
 

民
意
 

を
 

代
表
せ
 

す
に
 

金
 

意
 

を
 

代
表
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

社
會
は
 

—
 

人
が
 

集
ま
 

つ
 

て
出
來
 

上
る
 

ベ
 

き
 

害
の
 

社
會
は
 

—
—
 

金
が
 

桀
ま
 

つ
 

て
 

出
來
上
 

つ
 

て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

戰
爭
と
 

平
和
 

は
 

結
局
 

资
 

本
家
と
 

い
ふ
 

少
数
 

者
の
 

手
に
 

よ
っ
て
 

勝
手
に
 

左
右
さ
れ
 

て
ゐ
 

ま
す
。
 

而
 

し
て
 

多
數
^
 

の
 

生
命
 

は
 

無
殘
々
 

々
そ
の
 

犧
牲
 

に
な
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

か
-
る
 

現
象
 

は
 長
い
 
說
明
を
 
加
へ
 
る
に
 
は
餘
 
り
に
 
平
明
な
 
現
象
で
す
。
 
如
何
な
る
 
權
カ
 
が
そ
れ
 
を
 被
ひ
隱
 
さ
う
 
と
し
て
も
、
 
被
 
ひ
隱
す
 
事
の
 
出
来
 

な
い
 

程
；
 

牛
 

明
な
 

現
象
で
す
。
 

私
の
 

こ
の
 

小
さ
な
 

手
紙
が
 

そ
れ
 

を
 

云
 

ひ
 

現
 

は
し
た
 

か
ら
と
い
っ
て
、
 

若
し
 

こ 
Q
v
h
 

紙
 

を
 

生
き
埋
め
 

に
し
 

よ
う
と
す
 る
な
ら
、
 
こ
の
 手
弒
の
 呼
ぶ
 聲
 よ
り
 百
倍
 も
 千
倍
 も 有

力
な
 大
き
な
 聲
が
 叫
び
 出
す
 
に
 遠
 ひ
な
い
 程
 平
明
な
 現
象
で
す
。
 

も
う
 
凡
て
の
 
ご
ま
か
し
 
は
 無
駄
な
 
事
で
す
。
 
社
會
を
 
治
め
る
 
人
 
も
 治
め
ら
れ
る
 
人
 も
，
 
こ
の
 
一
事
に
 
し
っ
か
り
と
 
氣
が
 
つ
い
て
、
 

C 
そく 

囘
避
 
す
る
 
事
な
 
し
に
、
 
金
の
 
洪
水
か
ら
 
人
 2? を

 救
 
ひ
 出
す
 
爲
 め
に
 
力
 
を
 藎
 さ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
時
が
 
来
ま
し
た
。
 
姑
息
な
 
彌
縫
を
 

しの
 

し
て
、
 

一
時
 

を
 

凌
い
で
 

は
 

ゐ
ら
れ
 

な
い
 

11
 

轉
 

期
が
 

到
 

來
 

し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

そ
れ
 
を
 無
視
す
 
る
 者
 は
 滅
び
ま
す
 

C 
人
類
の
 
意
志
 
は
か
 
&
る
 
人
類
 
進
化
の
 
邪
魔
物
 
を
 踏
み
つ
 
ぶ
さ
な
い
 
で
は
 
置
き
ま
す
ま
い
。
 

そ
れ
な
ら
 
次
の
 
時
代
に
 
資
本
 
制
度
に
 
取
っ
て
 
代
る
べ
き
 
も
の
 
は
 何
ん
で
 
あ
り
ま
せ
 
う
。
 
そ
れ
 
は
 如
何
な
る
 
形
式
 
を
 
取
る
 
に
せ
よ
 

* 

廣
ぃ
 
意
味
に
 
於
て
 
人
間
が
 
金
に
 
支
配
さ
れ
 
す
、
 
金
 を
 支
配
す
 
る
 制
度
で
 
あ
る
べ
き
 
事
 だ
け
 
は
 明
か
で
す
。
 
今
の
 
制
度
の
 
下
で
 
は
资
本
 

主
 も
 勞
働
者
 
も
 
共
に
 
金
に
 
支
配
さ
れ
 
て
ゐ
る
 
點
に
變
 
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
資
本
 
主
 は
 金
 を
 集
め
る
 
爲
 め
に
 
そ
の
 
力
量
の
 
全
部
 
を
 集
注
 

し
、
 
勞
働
者
 
は
 力
量
の
 
全
部
 
を
 提
供
し
て
，
 
生
活
 
を
 支
へ
 
る
 だ
け
の
 
金
 を
 得
よ
う
と
 
し
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
人
類
 
全
體
が
 
斯
う
い
 
ふ
 風
に
 
金
 

の
 締
め
 
木
に
 
か
け
ら
れ
て
、
 

藻
 接
き
 
苦
し
ま
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
い
 
ふ
 事
 
は
悲
慘
 
極
ま
る
 
事
で
す
。
 
人
類
の
 
尊
嚴
が
 
何
處
に
 
認
め
ら
れ
 
ま
 

せ
う
。
 

人
類
の
 

本
 

當
の
自
 

.5
 

が
 

何
 

處
に
發
 

見
さ
れ
 

ま
せ
う
。
 

あ
な
た
が
 
こ
の
 
不
幸
に
 
忍
び
 
得
ら
れ
 
な
く
な
っ
て
、
 
實
際
 
生
活
の
 
改
造
に
 
着
手
さ
れ
 
た
 事
 を
 
私
 は
 尊
い
 
事
 だ
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
そ
の
 



方
法
の
 
內
容
 
は
ま
 
だ
 全
部
 
發
 表
さ
れ
な
い
 
事
で
 
あ
る
し
，
 

义
 
こ
れ
か
ら
 
硏
究
を
 
m- ね

て
 
行
か
れ
る
^
 
と
^
ひ
 
ま
す
か
ら
、
 
委
し
く
 
立
 

ち
 
入
る
 
事
 は
 避
け
ま
す
 
が
、
 
あ
な
た
が
 
思
 
ひ
 立
た
 
す
に
 
は
 
ゐ
ら
れ
 
な
く
な
っ
た
 
そ
の
 
心
 持
 を
 私
 は
 尊
く
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
而
 し
て
：
！
：
 
ポ
に
 

つ
け
て
も
、
 
他
人
の
 
新
し
い
 
企
て
に
 
對
 し
て
、
 

一
と
 
ひ
ね
り
 
ひ
ね
っ
て
 
皮
肉
な
 
兌
 方
 を
し
 
な
い
で
 
は
：
 s
 の
す
 
ま
な
い
 
或
る
^
 
類
の
^
 

觀
者
を
 
は
し
た
な
 
い
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
他
人
の
 
企
て
 
を
 批
評
す
 
る
權
利
 
は
、
 
そ
れ
 
を
 企
て
た
 
人
と
：
！
：
 
等
 以
上
の
 
熱
意
 
を
 持
っ
た
 
人
に
 
の
 

み
 許
さ
れ
る
 
事
 だ
と
 
私
 は
 思
 
ひ
ま
す
。
 

私
 は
 殊
に
 
藝
術
 
家
な
る
 
あ
な
た
が
 
こ
の
 
企
て
に
 
走
ら
れ
た
 
事
 を
 愉
快
に
 
思
 
ふ
 も
の
で
す
。
 

私
 
一
 侗
の
兑
 
解
に
 
よ
れ
ば
、
 
今
の
 
時
代
 

に
あ
っ
て
 
は
、
 
藝
術
家
 
は
 謳
歌
 
者
で
 
あ
る
よ
り
も
 
改
革
者
で
 
あ
る
 
事
を
餘
 
儀
な
 
く
さ
れ
る
 
と
 
2
ゃ
 ふ
か
ら
で
 
す
。
 
奴
隸
 
使
役
の
 
時
代
 
か
 

ら
 
封
建
時
代
に
 
代
る
 
時
に
は
、
 
宗
敎
が
 
强
權
に
 
結
び
付
い
て
 
入
 
心
 を
收
攪
 
し
て
 
ゐ
 ま
し
た
。
 
封
^
制
度
か
ら
^
 
木
 M
 度
に
 
代
 る
^
に
 

は
、
 
科
學
が
 
思
潮
の
 
根
柢
 
を
 支
配
し
て
 
ゐ
 ま
し
た
。
 

然
し
 
科
學
は
 
科
舉
自
 
身
が
 
吿
白
 
す
る
 
如
く
 
到
底
 
人
^
の
 
全
 存
在
 
を
滿
 
足
さ
せ
る
 
力
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

科
 S
&
 の
 力
 を
^
り
 

て，：：： 然
 

を
 
征
服
し
ょ
う
 
と
し
た
 
第
 十
九
 
世
紀
の
 
文
化
 
は
、
 そ
の
 
功
 綾
と
 
共
に
^
 
分
に
 
弱
點
 
を
^
 
露
し
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
こ
の
 
缺
點
を
 
#
 
ふ
 力
 
は  <

,
衛
 

に
あ
る
 
と
 
私
 は
 思
 
ふ
 も
の
で
す
。
 
實
際
藝
 
術
の
 
勢
力
が
 
實
 生
活
の
 
中
に
 
浸
 徹
し
て
、
 
生
活
の
 
實
 S
 
に
 影
 饗
し
た
 
著
し
 
さ
か
ら
い
 
ふ
と
、
 

現
代
に
 
比
す
べ
き
 
時
代
は
な
か
っ
た
 

と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

イ
ブ
 
セ
ン
が
 
婦
人
問
題
 
や
 信
仰
 
問
題
に
 
與
 
へ
た
^
 
示
、
 
ト 
ル
ス
 
ト
イ
、
 
ド
ス
ト
 
ヰ
 

プ
ス
キ
 

ー 
が
露
國
 
の
國
 
運
に
 
奥
へ
 
た
 威
力
 
、
ロ
ダ
ン
、
 
セ
 ザ
ン
ヌ
 
な
ど
の
 
思
想
 
的
 影
響
 
は
 他
 
の
 時
代
 
に
 兑
難
 
い
 强
烈
な
 
も
の
で
 
あ
.
 n 

ま
 

す
。
 
そ
れ
 
は
 現
代
の
 
藝
術
 
家
が
 
强
ち
 
他
の
 
時
代
の
 
藝
 術
^
に
 
立
ち
 
優
れ
て
 
ゐ
 
る
と
 
い
ふ
 
譯
 で
は
な
く
、
 
現
代
 
は
 蘇
 術
 以
外
の
 
精
神
お
 

動
か
ら
 
未
 來
に
對
 
す
る
 
喑
示
 
的
な
 
指
示
 
を
 受
け
 
難
い
か
ら
の
^
 
で
す
。
 
殊
に
 
朱
來
を
 
t< ぐ

に
 
鋭
敏
な
^
 
を
 有
す
る
^
 
は
^
 
術
^
で
 

す
。
 
彼
等
 
は
 未
來
を
 
直
覺
 
し
ま
す
。
 
現
在
の
 
や
う
な
 
時
代
の
 
囘
轉
 
期
に
 
當
 
つ
て
、
 
藝
 術
^
の
 
兌
 地
が
^
く
 
兌
ら
 
れ
 る
の
 
は
お
 
然
ご
 
r
 
 . 

-, て
れ
 
だ
け
 
藝
術
 
家
に
 
は
 尋
^
な
ら
 
ざ
る
 
覺
 悟
が
 
要
求
さ
れ
 
て
ゐ
 
ま
す
。
 
あ
な
た
 
は
先
づ
 
立
っ
て
 
そ
の
耍
 
求
に
 
應
じ
丄
 
う
と
さ
れ
 
る
 

武
者
 
小
路
 
兄
へ
 

四
 五
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六
 

.0
 

で
す
。
 

私
も
藝
 

術
に
 

た
づ
 

さ
は
る
 

一
 

入
と
 

し
て
 

あ
な
た
に
 

對
 

し
て
 

敬
意
 

を
 

表
し
ま
す
。
 

然
し
 

率
直
に
 

云
 

は
し
て
 

下
さ
い
。
 

私
 

は
 

あ
な
た
の
 

企
て
が
 

如
何
に
 

綿
密
に
 

思
慮
さ
れ
 

實
行
 

さ
れ
て
も
 

失
敗
に
 

終
る
 

と
 

思
 

ふ
 

も
の
で
 

す
。
 

失
敗
に
 

終
る
 

の
が
 

當
然
 

だ
と
 

思
 

ふ
の
で
 

す
。
 

あ
な
た
が
 

こ
の
 

企
て
の
 

緖
 

に
も
 

就
い
て
も
 

を
ら
 

れ
 

な
い
 

時
、
 

こ
ん
な
 

事
 

を
 

云
 

ふ
の
 

は.
 

In
f 

先
の
 

惡
ぃ
 

事
の
 

や
う
で
す
 

が
、
 

私
 

は
 

思
 

ふ
 

所
 

を
 

云
 

ふ
よ
り
 

外
 

は
な
い
 

の
で
す
。
 

あ
な
た
の
 

社
會
 

を
周
圍
 

か
ら
 

取
り
 

か
こ
む
 

資
本
 

主
義
の
 

社
會
は
 

何
ん
 

と
 

云
っ
て
も
 

ま
だ
 

十
分
 

死
物
 

狂
 

ひ
の
 

暴
威
 

を
 

振
 

ふ
で
せ
 

う
か
ら
、
 

ド
ハ
 

ボ
 

ー 
ル
の
 

移
民
 

達
が
 

外
界
か
ら
 

被
っ
た
 

や
う
な
 

壓
迫
を
 

受
け
ら
れ
 

る
で
 

せ
う
。
 

あ
な
た
の
 

社
 

會
の
內
 

部
の
 

人
 

も
、
 

縱
令
覺
 

悟
 

は
 

出
 

來
て
ゐ
 

て
 

も
、
 

今
ま
で
 

訓
練
 

を
經
 

て
ゐ
^
 

さ c  _J 

い
 

境
遇
に
 

這
 

入
っ
て
 

は
 

色
々
 

の
 

蹉
跌
 

を
惹
き
 

起
す
 

で
せ
 

う
。
 

s
 

れ
 

ど
も
 

失
敗
が
 

失
敗
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

今
ま
で
 

斯
 

か
る
 

企
て
 

は
 

凡
て
 

失
敗
に
 

終
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

然
し
 

そ
れ
 

を
 

普
通
の
 

意
味
の
 

失
敗
と
 

は
 

云
へ
 

ま
せ
ん
。
 

若
し
 

今
の
 

世
の
中
で
 

か
-
る
 

企
て
が
 

成
功
し
た
 

や
う
に
 

見
え
た
ら
、
 

そ
れ
 

は
 

却
っ
て
 

怪
し
む
べ
き
 

事
で
 

あ
 

ら
 

ね
ば
な
 

り
ま
せ
ん
。
 

そ
こ
に
 

人
 

は
 

屹
度
 

安
 

協
の
 

臭
味
 

を
 

探
し
出
す
 

事
が
 

出
來
 

る
で
 

せ
う
 

か
ら
。
 

要
す
る
に
 

失
敗
に
 

せ
よ
、
 

成
功
に
 

せ
よ
、
 

あ
な
た
 

方
の
 

企
て
 

は
 

成
功
で
す
。
 

そ
れ
が
 

來
 

る
べ
き
 

新
し
い
 

時
代
の
 

墓
は
 

が
る
 

事
に
 

於
 

て
 

は
 

同
じ
で
す
。
 

日
本
に
 

始
め
て
 

行
 

は
れ
よ
う
 

と
す
る
 

こ
の
 

企
て
が
、
 

目
的
に
 

外
 

づ
れ
た
 

成
功
 

を
す
 

る
よ
り
も
、
 

何
處
 

ま
で
 

も
 

趣
意
 

に
 

徹
底
し
て
 

失
敗
 

せ
ん
こ
と
 

を
 

祈
り
ま
す
。
 

未
 

來
を
御
 

約
束
す
 

る
の
 

は
 

滑
稽
 

か
も
 

知
れ
ま
せ
ん
 

が
、
 

私
 

も
 

或
る
 

機
會
の
 

到
来
と
 

共
に
、
 

あ
な
た
の
 

企
て
ら
れ
た
 

所
 

を
 

何
等
か
の
 

形
に
 

於
て
 

企
^
よ
う
と
 

思
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

而
 

し
て
 

存
分
に
 

失
敗
し
 

よ
う
と
 

思
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

草
々
。
 

(
一
九
 

I 
八
 

年
 

六
月
 

二
十
日
 

稿
。
 

I 
九
 

一 
八
 

年
 

七
月
、
 

「
中
央
 

公
論
」
 

所
載
)
 



私
の
 
ト
 
さ
い
 
待
に
 
住
ん
で
 
居
た
 
所
 は
、
 
或
る
 
役
所
の
 
官
舍
 
で
あ
っ
た
 
爲
 め
に
、
 
そ
こ
に
 
は
 
六
十
 
P
 餘
 り
の
 
宵
^
が
 

M
 
じ
^
 
度
の
 

k
 
活
 を
し
て
 
ゐ
 
た
の
で
、
 
そ
こ
に
 
生
ま
れ
 
出
た
 
少
年
 
等
 は
、
 自
然
 

一
 つ
の
 
交
遊
 
闍
體
 
と
で
 
も
い
 
ふ
 も
の
 
を
 形
作
っ
て
 
W
 た
。
 
そ
こ
に
 

d 

子
供
 
乍
ら
 
種
々
 
な
 
傾
向
 
を
 代
表
し
た
 
も
の
が
 
あ
っ
て
、
 
ま
る
で
 
活
社
會
 
の
 小
さ
な
 
iill 

の
 や
う
で
あ
っ
た
。
 

私
 は
 

そ
の
.
.
 ル や

に
.
 i 

け
る
 
父
の
 
位
置
が
 
好
か
っ
た
 
爲
め
 
で
あ
る
が
、
 

一
 つ
の
 
少
年
の
 
阔
體
を
 
率
 ゐ
て
ゐ
 
た
。
 
そ
の
う
ち
に
 
は
、
 
能
辧
 
で
、
 
ト
^
っ
て
、
 

お
 

事
に
 
世
話
 
を
燒
く
 
事
の
 
上
手
な
 
S
 
と
い
 
ふ
 目
の
 
g
 れ
た
、
 
口
元
に
^
 
の
お
 
炙
を
据
 
ゑ
ら
 
れ
た
 
少
^
も
 
お
た
し
、
 

K
 
と
い
 
，
^
3
 门
な
^
 

つ
 ち
ゃ
ん
ら
 
し
い
 
柔
順
な
 
少
年
 
も
 
居
た
 
し
、
 
M
 と
い
 
ふ
 少
し
せ
 

k 
つ
 
こ
ま
し
 
い
 下
町
 
肌
の
お
 

h, 乎
な
^
^
も
 

K- た
 L 

に- 
0
 
と
い
 
n
 

身
體
の
 

い
り
し
た
、
 

力
の
 
强
ぃ
、
 
し
と
ぶ
 
い
 性
質
の
 
少
年
 
も
 
居
た
 
し
、
 

S
.
H
 
と
い
 
ふ
 出
つ
 
齒
な
：
 
§
 
の
^
に
 
文
ク
、
 錢
^
 
グ
^
 

の
 あ
る
、
 
如
何
に
も
 
C
 然
な
、
 
尜
朴
な
 
少
年
 
も
 
居
た
。
 
そ
れ
ら
が
 
维
 ま
っ
て
、
 
幻
燈
お
.
 
浈
說
^
 
ネ
^
,
 
戰
ゅ
 
ご
っ
こ
、
 

と
い
 
L
 

な
 事
に
 
曰
 

ら
し
て
 
ゐ
た
。
 
乂
 
こ
の
 
團
體
 
と
、
 
町
つ
 
子
 
S
 
體
と
の
 
n
 
に
 は
、
 
猛
烈
な
 
機
 力
 S
I
I
 

は
れ
た
。
 
そ
お
 
は
 

今
の
 
少
年
 
達
が
 
想
像
す
 
る
 事
の
 
出
来
な
い
 
程
 激
し
い
 
も
の
で
あ
っ
た
。
 

そ
れ
か
ら
、
 

私
の
 
阒
體
^
 
£
1
 
ど
う
し
て
も
 
入
つ
 
て
^
な
 
1
 

少
年
の
 
幾
人
か
^
 
ゐ
た
。
 
そ
の
う
ち
 
に
も
 
H
 と
い
 
ふ
の
 
は
 年
 も
 
幾
ら
か
 
上
で
あ
っ
た
 
が
、
 
甚
く
 
旋
^
り
 
な
、
 
き
か
ぬ
^
 

ゾ，. 
年
で
、
 

唯
 
一
 人
で
 
私
共
の
 
圑
 體
に
對
 
し
て
 
榍
を
 
突
い
た
 
も
の
 
だ
。
 

十
三
 
四
の
 
頃
の
 
あ
 共
 は
、
 
銘
々
 
の
 父
の
 
轉
業
 
や
ら
、
 
志
望
 
や
ら
に
 
因
っ
て
.
 
離
れ
ぐ
 
に
な
っ
て
 
し
ま
っ
た
。
 

さ
う
 
し
て
^
く
 
の
 

間
お
 
互
に
 
綾
け
 
て
 居
た
 
音
信
 
も
、
 
何
時
と
 
な
く
 
絶
え
 
*
 て
-
了
っ
た
。
 

お
 互
の
^
 
在
 は
、
 
ぉ
兀
 
の
^
に
^
 
無
と
 
L 
て
考
 
へ
ら
 
オ
ズ
 

し
か
し
、
 
因
 緣
が
强
 
い
の
 
か
、
 
世
間
が
 
狭
い
 
の
か
、
 
私
共
 
は
ま
た
 
偶
然
に
 
妙
な
 
所
で
、
 
互
に
 
顔
 を
 
合
せ
た
。
 

私
の
 

友
達
 



有
 

鳥
武
 

郞
仝
蕖
 

笫
五
卷
 
 

三
 

g
\
 

^
が
亞
 

米
 

利
 

加
に
 

行
っ
て
、
 

或
る
日
 

本
人
 

好
き
の
 

老
 

il
 

人
に
 

招
か
れ
た
 

時
 

—
—
 

そ
れ
 

は
 

私
共
が
 

離
れ
，
^
 

に
な
っ
て
 

か
ら
、
 

十
二
 

一
二
 

年
 

も
 

後
の
 

事
で
 

あ
る
が
 

I
I
 

そ
の
 

客
間
で
 

突
然
 

一
人
の
 

日
本
人
か
ら
，
 

私
 

は
 

私
の
 

幼
名
 

を
 

呼
び
掛
け
ら
れ
た
。
 

呼
び
か
け
た
 

者
 

は
 

圇
ら
す
 

も
 

私
の
 

敵
で
あ
っ
た
 

H
 

そ
の
 

人
で
あ
っ
た
。
 

H
 

は
 

艱
難
の
 

多
い
 

世
路
を
 

切
り
 

拔
 

け
て
、
 

そ
こ
の
 

町
で
 

ェ
舉
 

の
實
習
 

を
し
て
 

居
 

た
。
 

詰
し
 

合
っ
て
 

兒
 

る
と
、
 

敵
 

は
 

敵
で
は
な
か
っ
た
。
 

非
常
に
お
 

互
の
 

間
に
 

親
し
み
が
 

湧
い
た
。
 

私
共
 

は
、
 

よ
く
 

生
活
 

や
 

思
想
の
 

問
 

題
 

を
、
 

夜
遲
 

く
ま
で
 

語
り
合
っ
た
 

も
の
で
あ
っ
た
。
 

私
が
 

日
 

木
に
 

歸
 

る
と
、
 

祌
戶
の
 

埠
頭
に
 

ま
づ
私
 

を
迎
 

へ
て
 

吳
れ
 

た
の
 

は
、
 

坊
っ
ち
ゃ
ん
の
 

S 
で
あ
っ
た
。
 

彼
 

は
 

或
る
 

飲
料
の
 

製
迭
 

所
の
、
 

王
腦
 

者
と
 

し
て
、
 

で
つ
 

ぶ
り
 

肥
え
た
、
 

溫
 

和
ら
し
 

い
 

紳
士
に
 

な
っ
て
 

居
た
。
 

私
共
 

は
こ
の
 

苒
會
を
 

珍
ら
 

し
い
 

事
に
 

し
て
、
 

ヒ
ぉ
 

か
ら
 

奈
良
、
 

京
都
 

を
 
 

一
^
に
 

樂
 

し
く
 

旅
し
 

て
^
れ
た
〕
 

私
 

力
 

札
.
 

形
の
 

大
學
に
 

赴
 

仕
し
て
 

札
.
 

幌
に
 

着
く
 

と
，
 

圖
ら
す
 

も
 

そ
こ
で
 

又
 

H
 

と
、
 

昔
 

目
の
 

爛
れ
て
 

ゐ
た
 

S 
と
に
!
 

-
り
 

合
っ
た
。
 

H
 

は
 

辫
道
院
 

に
 

技
師
 

を
し
て
 

居
た
。
 

S 
は
铸
 

者
に
 

な
っ
て
、
 

IE
!:
 

立
 

病
院
の
 

婦
人
科
 

を
受
 

持
っ
て
 

居
た
。
 

そ
れ
 

は
 

實
に
私
 

を
 

驚
か
せ
る
 

の
に
 

十
分
だ
っ
た
。
 

因
緣
の
 

不
思
議
 

さ
 

を
 

深
く
 

思
 

は
せ
 

る
 

や
う
な
 

出
來
 

事
だ
っ
た
-
、
 

H
 

は
、
 

二
人
の
 

子
供
の
 

あ
る
、
 

そ
の
 

癖
何
處
 

ま
で
 

も
 

昔
の
 

腕
白
と
 

我
 

を
 

通
し
て
 

威
張
り
 

返
っ
た
.
 

y
 

戶
兒
 

で
あ
っ
た
。
 

S 
は
、
 

こ
れ
 

も
 

二
人
の
 

子
供
の
 

親
で
、
 

地
味
な
、
 

常
識
的
な
、
 

相
變
 

ら
す
 

非
常
に
 

こ
ま
め
な
 

活
動
家
に
 

な
っ
て
 

ゐ
た
。
 

三
 

人
 

は
よ
 

く
 

集
ま
っ
て
、
 

昔
話
て
 

夜
 

を
 

更
か
し
た
。
 

あわ に 

し
 

力
し
、
 

ノ
 

生
の
^
 

合
は
慌
 

だ
し
い
。
 

暫
く
す
 

る
と
、
 

H
 

は
 

祌
戶
に
 

移
っ
て
 

し
ま
っ
た
。
 

私
 

は
 

東
京
に
 

歸
 

つ
て
 

来
る
 

や
う
に
 

な
つ
 

た
。
 

が
、
 

^
京
で
 

は
 

突
然
 

M
 

に
 

出
 

遇
 

ふ
や
う
 

に
 

運
命
 

づ
 

け
ら
れ
て
 

居
た
。
 

M
 

は
 

あ
ら
ん
 

限
り
の
 

生
活
 

を
 

i
 

り
拔
 

け
て
、
 

死
ぬ
 

や
う
な
 

目
に
 

幾
度
 

も
 

遭
っ
た
 

後
に
、
 

そ
の
 

父
で
あ
っ
た
 

人
の
 

道
樂
 

だ
っ
た
 

謠
曲
を
 

承
け
 

欞
 

い
で
、
 

そ
れ
 

を
 

本
業
に
 

す
る
 

や
う
に
 

な
つ
 

て
ゐ
 

た
 

彼
 

は
 

昔
の
 

厭
な
 

下
町
風
な
 

と
こ
ろ
が
 

脫
 

け
て
、
 

生
眞
面
 

n
 

な
 

研
究
者
に
 

な
っ
て
 

居
た
。
 

さ
う
 

し
て
、
 

そ
の
 

堅
實
な
 

生
活
 

態
度
 

は
、
 

^
を
 

悅
 

ば
し
た
。
 

私
 

は
こ
の
 

友
達
か
ら
 

謠
 

曲
の
 

手
 

ほ
ど
き
 

を
し
て
 

貰
っ
た
。
 

M
 

の
 

話
で
 

聞
く
 

と
、
 

そ
の
 

遠
い
 

親
類
 

こ
當
る
 

K
 

は
、
 

段
 



ま
と
 
落
ち
目
な
 
經
铬
を
 
取
っ
て
、
 
今
 は
 
兌
る
 
影
 も
な
 
く
 
零
落
れ
 
た
さ
う
 
だ
、
 

又
 

一 出
つ
 
齒
の
守
 
禿
ち
 
よ
ろ
」
 
と
譚
 
名
さ
れ
 
た
 
S
.
H
 

よ
、
 
朝
％
 
^
農
業
 
を
^
 
罃
 し
て
 
ゐ
る
 
私
の
 
同
窓
の
と
 
こ
ろ
で
、
 
會
 計
の
 
役
 を
し
て
 
ゐ
 る
と
 
い
ふ
 
事
 を
、
 
そ
の
 
友
 逢
か
ら
 
聞
 力
さ
れ
 
た
 

事
が
 
あ
っ
た
。
 
今
 は
ど
う
し
て
 
ゐ
 
る
か
 
知
ら
な
い
。
 

S
 
は
 其
の
後
、
 
妻
 を
 失
っ
て
、
 

私
と
：
^
 
様
仍
鳏
 
に
な
っ
て
 
ゐ
る
。
 

レ
ギ
っ
 
追
憶
 
は
、
 
可
に
 
つ
け
て
も
 
慌
 だ
し
い
。
 

私
 は
 竹
馬
の
友
の
 
幸
福
 
を
 祈
ら
す
 
に
 は
 居
ら
れ
な
い
。
 

向
ト
：
 
し
つ
、
 
あ
る
^
;
 
の
 上
 

に
も
、
 
落
ち
 
R
 
に
な
っ
た
 
者
の
 
上
に
 
は
尙
更
 
の
こ
と
。
 

i
A
^
^
M
,
0
^
c
 

そ
の
 
人
が
 
し
っ
か
り
と
 
自
分
と
 
い
ふ
 
も
の
 
を
 建
立
 
す
れ
ば
 
す
る
 
程
、
 
孤
獨
 
に
な
っ
て
 
し
ま
 
ふ
。
 
友
途
 
と
い
 

糸
,
 

z I 
 
{
 
 

でつ
く 

わ 

ふ
 も
の
 
も
，
 
畢
党
 
赤
の
他
人
と
 
い
ふ
 
も
の
と
、
 
程
度
の
 
遠
 
ひ
だ
け
 
だ
と
し
 
か
 思
 は
れ
な
い
。
 
電
 単
の
 
巾
 
や
 
往
來
で
 
出
^
す
 
化
す
 
知
 

ら
 す
の
 
人
に
 
も
、
 
S
 は
ざ
る
 
親
し
 
さ
 
を
 感
じ
た
り
、
 
親
し
げ
 
に
 語
り
合
 
ふ
 友
の
 
間
に
 
も
、
 
思
 は
ざ
る
 
不
快
 
を
感
 
す
る
 
の
 は
，
 
人
の
 
常
 

だ
：
 
矢
張
り
 
人
 問
 は
 孤
獨
 
に
、
 
自
由
に
、
 

一
人
で
 
山
の
 
中
に
 
入
る
 
の
が
、
 

ー
桥
心
 
易
い
 
や
う
 
だ
。
 

( 一 九
 
I 八

^
 
八
お
、
 
「
文
章
 
俱
榮
 
部
」
 所
^
)
 

私
の
 
友
達
 
 

一二 ゅ
ブ
 



有
 
島
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

ニー I 五
 〇
 

若
き
 

友
に
 

暑
い
 
眞
夏
に
 
船
 ぎ
 見
 を
す
 
る
 —
—
 
こ
れ
 
は
餘
り
 
人
^
 
を
辨
 
へ
な
い
 
事
 か
も
 
知
れ
な
い
。
 
然
し
 
私
が
 
本
誌
の
 
若
い
 
讀
者
 
諸
君
に
 
吿
げ
 

は
ば
な
ら
 
ぬ
 
一
番
 重
い
 
も
の
が
 
あ
る
と
 
す
る
な
ら
ば
、
 

こ
れ
か
ら
 
害
き
 
速
ね
 
る
 
心
 持
で
 
あ
る
の
 
だ
か
ら
、
 
そ
れ
 
を
諒
 
と
し
て
い
た
 

ビ 

き
た
い
。
 

去
年
の
 
暮
に
私
 
は
 或
る
 
新
聞
社
が
 
募
^
し
た
 
短
篇
 
小
 說
の
選
 

の
 
一
 人
に
 
さ
せ
ら
れ
た
。
 
新
聞
社
の
 
報
齿
 
す
る
 
所
に
 
よ
れ
ば
、
 
應
 

募
し
た
 
作
品
 
は
 
六
^
 
篇
の
 
上
に
 
登
っ
た
 
さ
う
 
だ
。
 
そ
の
 
中
か
ら
 
社
が
 
豫
選
 
し
て
 
私
の
 
手
許
に
 
屆
 
け
た
 
作
品
 
は
 
三
十
 
篇
 あ
り
ま
し
た
。
 

そ
れ
が
 
發
 表
さ
れ
る
 
時
、
 
選
者
と
 
し
て
の
 
讀
後
感
 
を
 書
け
 
と
の
 
事
で
し
た
 
が
、
 
私
 は
大
膽
 
に
も
、
 
「
二
三
の
 
作
品
 
を
 除
く
 
外
 は
、
 
作
者
 

の
 藝
術
的
 
價
値
を
 
疑
 は
せ
 
る
 
や
う
な
 
も
の
 
だ
」
 と
 書
い
た
。
 

こ
れ
 
は
 
一
 侗
の
 
作
者
と
 
し
て
、
 
私
が
 
云
 
ひ
 得
る
 
隨
分
 
傍
若
無
人
な
 
言
葉
で
 

す
。
 
そ
ん
な
 
言
葉
で
 
酬
 
い
ら
れ
た
 
應
募
者
 
は
 或
は
 
私
に
 
對
 し
て
 
反
感
 
を
 抱
い
た
 
事
 だ
ら
 
う
と
 
思
 
ふ
。
 
然
し
 
私
と
 
し
て
 
は
、
 
縱
令
餘
 
事
 

で
は
 

事
 を
し
て
も
，
 
藝
 術
の
 
分
野
で
 
阿
っ
て
 
は
な
ら
な
い
 
と
 
思
っ
た
 
の
で
す
。
 
實
際
 
三
十
 
篇
の
豫
 
選
さ
れ
 
た
、
 
云
 は
^
 
選
り
 
拔
 

き
の
 
作
品
の
 
中
に
、
 
私
の
 
腹
 を
据
ゑ
 
か
ね
さ
せ
る
 
や
う
な
い
 
や
な
 
作
品
が
 
少
く
 
と
も
 
十
篇
 
は
あ
っ
た
。
 

ー
體
 何
ん
 
の
 目
的
で
、
 

ど
う
 

云
 ふ
 自
信
が
 
あ
っ
て
、
 
こ
ん
な
 
紙
屑
 
を
 作
る
 
爲
 め
に
 
時
間
 
を
 ̂
 し
た
の
 
か
に
 
驚
き
ま
し
た
。
 
年
少
な
 
作
者
の
 
極
め
て
，
 放
埒
な
、
 
無
責
 

任
な
、
 
無
 反
省
な
 
生
活
が
、
 

一
寸
 
小
手
先
の
 
利
く
 
技
巧
で
 
だ
ら
く
と
 
締
り
 
も
な
 
く
 
書
き
 
現
 は
さ
れ
 
て
ゐ
 
る
の
で
 
す
。
 
な
ま
じ
 
ひ
 僅
 

か
ば
 
か
り
の
 
文
筆
の
 
器
用
が
 
あ
る
ば
 
か
り
に
、
 
そ
れ
ら
の
 
若
い
 
人
達
が
 
飛
ん
で
も
 
な
い
 
迷
路
に
 
這
入
り
込
ま
 
う
と
し
て
 
ゐ
る
 
の
が
、
 

ま
ざ
，
 
C
 

と
 思
 
ひ
 や
ら
れ
る
 
の
で
す
。
 
こ
れ
か
ら
 
考
 
へ
て
 
兑
 る
と
、
 

り
の
 
五
 百
 何
十
 
篇
の
 
中
に
は
 
ど
れ
 
稅
 下
劣
な
 
作
品
が
 
あ
っ
た
 

か
 想
像
 
も
 
及
び
ま
せ
ん
。
 



も
う
 

一 
つ
の
 

出
來
 

事
を
誊
 

き
ま
せ
 

う
。
 

そ
れ
 

は
 

今
^
'
 

の
 

春
に
 

な
つ
て
か
ら
 

で
す
。
 

朿
京
 

で
も
^
 

名
な
 

或
る
 

大
 

6
-
 

の
^
^
だ
と
 

い
ふ
 

人
が
 
大
部
な
 
原
稿
 
を
 
持
参
し
て
 
私
に
 
讀
ん
で
 
見
て
 
く
れ
と
の
 
事
で
し
た
。
 

私
 は
 そ
の
 
人
に
 
讀
ん
で
 
聞
か
せ
て
 
く
れ
と
 
云
 ひ
ま
し
た
。
 

極
め
て
 
自
己
 
反
^
 
Q
 不
足
ら
 
し
い
 
ゆ
る
ん
だ
 
額
 付
 を
し
た
 
そ
の
 
靑
年
 
は
、
 
ど
っ
か
と
 
腿
を
据
 
ゑ
て
 
二
 時
^
 
中
 ほ
ど
に
-
 
1
 
つ
て
 
そ
の
^
 

稿
 を
讀
み
 
上
げ
ま
し
た
。
 

私
 は
 
そ
の
 
問
 牛
 
の
 や
う
 
に
 忍
耐
し
て
 
閗
ぃ
 
て
ゐ
 
た
が
、
 
幾
度
 
椅
子
か
ら
 
跳
り
 
上
 
つ
 て
 
、
「
も
う
 
澤
 山
、
 

を
 

仕
舞
っ
て
 
歸
 
つ
て
 
下
さ
い
」
 

と
 
云
 は
う
 
と
し
た
か
 
知
れ
な
か
っ
た
。
 

そ
れ
 
程
 そ
の
 
小
說
 
は
た
 
ま
ら
な
い
 
や
う
な
 
も
の
だ
っ
た
。
 

私
 は
 

仕
舞
ま
で
 
我
慢
し
て
 
か
ら
 
そ
の
 
靑
 年
に
 
私
の
 
書
い
た
 
も
の
 
を
 何
 か
 讀
ん
で
 
く
れ
た
 
事
が
 
あ
る
の
 
か
と
 
尋
ね
て
 
兑
た
。
 
唯
 
一 篇
ハ
 
小：： i

 

ぁォ 

の
 名
が
 
名
 ざ
さ
れ
 
た
。
 
歐
洲
の
 
大
家
の
 
中
で
 
は
 誰
 を
 好
む
 
と
 
尋
ね
て
 
見
た
。
 

一
人
 
も
讀
ん
 
で
は
 
ゐ
な
 
い
と
の
 
S- だ

っ
た
。
 
仪
は
 
偶
れ
 

す
に
 
ゐ
ら
れ
 
な
か
っ
た
。
 
何
ん
 
の
爲
に
 
そ
の
 
靑
年
は
 
僕
の
 
所
に
 
や
っ
て
 
來
 た
の
 
だ
。
 
自
分
の
 
作
品
 
を
 
兌
て
 
K
 
ふ
べ
き
 
そ
の
 
人
が
 
ど
ん
 

な
 作
家
で
 
あ
る
か
 
も
 
知
ら
す
 
に
、
 
臆
面
も
な
く
 
や
っ
て
 
來
 る
と
 
は
、
 
自
分
自
身
 
を
 
全
く
 
馬
鹿
 
あ
っ
か
 
ひ
に
 
し
て
 
ゐ
る
 
人
で
 
な
け
れ
ば
 

出
来
な
い
 
事
 だ
。
 
又
 外
國
の
 
名
作
 
を
讀
 
む
と
 
い
ふ
 
事
が
 
決
し
て
 
文
攀
者
 
を
 作
る
 
必
要
 
條
件
 
で
は
な
い
。
 

然
し
，
 緒
 を
た
 
S
-
 の
 文
科
に
 
S
 

く
 
立
派
な
 
學
 生
が
、
 
文
擧
を
 
以
て
 
身
 を
 立
て
よ
う
 
と
す
る
 
學
 生
が
、
 
海
外
の
 
大
家
の
 
一
人
に
 
で
も
 
好
^
心
 
す
ら
 
持
ち
 
S
 な
い
 

と：. ム
ふ
 

の
 は
、
 
明
か
に
 
極
端
な
 
精
神
 
上
の
 
怠
慢
 
を
 暴
露
し
た
 
も
の
 
だ
。
 
私
 は
 そ
の
 
靑
 年
に
 
は
文
舉
 
上
の
 
話
 は：！： ん

 
に
も
し
 
な
い
 
の
が
 
一
番
い
 

い
 事
 だ
と
 
思
っ
て
 
そ
の
 
ま
 
\ 
別
れ
て
 
し
ま
っ
た
。
 

私
 は
こ
の
 
二
つ
の
 
揷
話
 
を
讀
 
者
に
 
語
っ
て
 
何
 を
 
云
 
ひ
 現
 は
さ
う
 
と
す
る
 
の
か
。
 
私
 は
文
舉
 
殊
に
 
小
說
 
と：. ム

ふ
 
も
の
が
 
ど
れ
^
に
 
现
 

むし は 

代
の
 
靑
年
ゃ
 
少
年
の
 
心
 を
 蝕
ま
う
 
と
し
て
 
ゐ
 
る
か
に
 
驚
い
た
。
 
そ
れ
 
を
 
云
 ひ
 現
 は
し
た
い
 
の
 だ
。
 
彼
等
の
 
若
々
 
し
い
 
心
に
 
は
 文
 ゆ
と
 

か
藝
 
術
と
 
か
 云
 ふ
 言
葉
 
は
 如
何
に
も
 
花
々
 
し
い
 
仕
事
の
 
や
う
に
 
思
 
ひ
な
さ
れ
 
る
の
 
だ
。
 或
る
 

は
、
 割
 介
に
 
ハ
牛
少
 
の
 人
々
 
が
 
こ
の
 
分
^
-
 

で
 容
易
に
 
名
 を
 成
す
 
の
 を
 
見
て
、
 
 
功
名
 
は
 手
に
 
唾
し
て
 
取
る
 
事
が
 
出
來
 
る
と
 
思
 
ひ
 込
ん
で
 
ゐ
る
。
 
或
る
お
 
は
^
 
術
 上
の
 
成
功
に
 
よ
つ
 

て
 色
々
 
な
 生
活
 
上
の
 
安
定
 
ゃ
榮
 
華
が
 
他
愛
 
も
な
 
く
保
證
 
さ
れ
る
 
と
 思
っ
て
 
ゐ
る
。
 
而
 し
て
 
自
分
の
 
本
お
 
の
 心
の
 
要
氺
 
と
か
^
.
 
備
 と
か
 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一 li
 

五
一
 

一 

い
ふ
 

や
う
な
 

も
の
 

は
 

全
く
 

度
外
視
し
て
、
 

輕
 

薄
に
 

も
藝
 

術
の
 

世
界
に
 

萬
 

一
 

を
 

僥
倖
し
 

よ
う
と
 

企
て
る
 

の
 

だ
、
 

私
 

は
こ
れ
 

程
 

忌
む
べ
き
、
 

恐
る
べ
き
，
 

危
ぃ
 

人
生
の
 

試
み
 

を
 

他
に
 

見
出
す
 

事
が
 

出
來
 

な
い
 

と
 

思
 

ふ
。
 

縱
令
 

彼
等
が
 

そ
の
 

目
指
す
 

所
に
 

成
功
し
た
 

と
し
て
も
 

失
敗
 

し
た
と
 

し
て
も
、
 

そ
の
 

結
果
 

は
 

共
に
 

囘
復
 

す
べ
か
ら
 

ざ
る
 

失
敗
に
な
る
 

か
ら
だ
。
 

僥
倖
と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

藝
術
界
 

に
は
斷
 

じ
て
 

許
さ
れ
な
い
。
 

殖
利
 

と
か
、
 

戰
爭
 

と
か
、
 

事
業
と
 

か
 

云
 

ふ
 

方
面
で
 

は
 

僥
倖
と
 

云
 

ふ
 

事
の
 

成
 

り
 

立
つ
 

場
合
が
な
い
 

で
は
な
い
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

僥
倖
の
 

結
 

菜
 

も
 

強
ち
 

擯
斥
す
べ
き
 

も
の
で
 

は
な
い
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
 

藝
 

術
の
 

世
 

界
で
 

は
こ
の
 

僥
倖
と
 

い
ふ
 

も
の
 

X 
可
能
性
 

は
 

最
小
限
に
 

縮
小
す
 

る
。
 

藝
術
的
 

制
作
 

は
 

萬
 

人
の
 

眼
の
 

前
に
 

明
ら
 

さ
ま
に
 

批
判
 

を
 

受
け
な
 

け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

そ
こ
に
 

何
等
の
 

隱
し
 

立
て
 

を
す
べ
き
 

餘
地
 

は
な
い
。
 

そ
の
 

點
は
 

赤
裸
々
 

で
 

土
俵
の
 

上
に
爭
 

ふ
 

相
撲
に
 

似
て
 

ゐ
 

る
。
 

然
し
 

相
撲
で
 

は
、
 

隨
分
澤
 

山
 

僥
倖
と
 

い
ふ
 

も
の
 

&
這
 

入
り
 

こ
む
 

餘
 

地
が
 

あ
る
。
 

所
が
 

藝
術
 

で
は
 

I
 

藝
術
 

に
も
 

僥
^
 

は
 

皆
.
^
 

だ
と
 

は
 

云
 

へ
な
い
。
 

讀
者
の
 

或
る
 

無
 

E
 

値
な
 

要
求
に
 

阿
る
 

が
爲
 

め
に
，
 

一
 

時
 

そ
の
 

眞
價
 

以
上
の
 

評
價
を
 

得
る
 

作
品
 

は
尠
 

い
と
 

は
 

云
へ
 

な
い
。
 

^
し
か
.
 

* 
る
 

作
品
の
 

生
命
 

は
 

知
れ
て
 

ゐ
る
 

J 
そ
れ
 

は
 

そ
の
 

人
の
 

死
ぬ
 

の
 

も
 

待
た
 

す
に
 

消
え
て
 

行
く
 

程
の
 

短
い
 

命
脈
 

を
 

持
っ
た
 

幸
 

i
 

だ、
， 

そ
の
 

跡
に
 

は
 

そ
の
 

作
^
に
 

は
 

無
錢
な
 

死
と
 

嘲
罵
と
 

が
來
 

る
ば
 

か
り
だ
。
 

こ
の
 

不
幸
か
ら
 

超
越
し
て
 

作
家
が
 

本
當
に
 

自
分
の
 

仕
事
 

を
 

完
成
に
 

導
か
う
 

と
す
る
な
ら
、
 

そ
こ
に
 

作
家
た
 

ら
ん
と
 

す
る
 

も
の
が
 

根
 

柢
 

的
に
 

考
へ
 

直
さ
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
 

必
要
が
 

起
っ
て
 

來
る
。
 

端
的
に
 

云
 

は
う
な
ら
，
 

藝
術
 

家
と
 

な
る
 

要
求
 

は
、
 

そ
の
 

fK
 

分
の
 

有
無
 

を
 

措
い
て
 

考
 

へ
れ
ば
-
 

自
分
 

を
 

最
も
 

純
眞
 

に
^
き
る
 

ぶ 
云
 

ふ
 

事
 

以
外
に
 

あ
っ
て
 

は
な
ら
ぬ
。
 

純
武
に
 

生
き
る
 

と
 

云
 

ふ
の
 

は
、
 

自
分
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

を
；
^
 

尊
い
 

も
の
と
 

し
、
 

そ
の
 

尊
 

さ
に
 

忠
實
 

で
あ
 

り
 

そ
の
 

尊
 

さ
 

を
 

力
 

か
ぎ
り
 

磨
き
上
げ
る
 

事
 

だ
。
 

そ
の
 

結
 

菜
が
 

作
品
と
 

し
て
 

表
 

は
れ
、
 

自
分
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

を
 

自
分
 

以
外
に
 

も
擴
げ
 

て、
 

行
く
 

事
に
な
る
 

の
 

だ
。
 

尤
も
 

こ
の
場
合
に
 

云
っ
て
 

置
か
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

事
 

は
-
 

藝
術
家
 

的
で
 

あ
っ
て
も
、
 

そ
れ
 

を
 

形
に
 

表
 

は
し
 

て
 

他
に
 

表
現
す
 

る
 

天
 

分
を
投
 

か
ら
な
い
 

人
が
 

あ
る
。
 

さ
う
 

い
ふ
 

人
は
藝
 

術
^
で
 

は
あ
っ
て
 

も
 

作
家
で
 

あ
る
 

事
 

は
 

出
来
な
い
。
 

だ
か
ら
 



藝
術
 
作
家
に
な
る
 
爲
 め
に
 
は
 
上
に
 
述
べ
た
 
二
つ
の
 
耍
素
が
 
具
備
し
て
 
ゐ
て
甫
 
め
て
 
{兀 全

す
 
る
の
 
だ
。
 
ギ
 少
の
爾
 
者
よ
，
 
あ
な
た
 
は
 机
 

と
 
 

のぞ 
• 

に
 向
っ
て
 
筆
 を
 執
る
 
時
に
 
ど
う
い
 
ふ
考
 
へ
で
 
銑
に
 
臨
ま
れ
る
 
の
で
す
 
か
。
 
そ
れ
 
を
 
私
 は
 
深
く
 
考
へ
 
て
い
た
^
き
た
い
。
 

凡
て
の
 
浪
化
 

と
墮
 
落
の
 
中
で
、
 
無
 反
省
に
 
筆
 鉞
の
爲
 
め
に
 
時
間
 
を
 潰
す
 
程
の
 
浪
費
と
 
墮
落
 
は
な
い
 
事
 を
 
十
分
に
 
理
解
し
て
 
下
さ
い
。
 
凡
て
の
 
仕
^
 

は
 如
何
な
る
 
仕
事
で
 
あ
れ
、
 
眞
劍
 
で
沒
頭
 
的
で
 
な
け
れ
ば
 
決
し
て
 
價
値
を
 
生
す
 
る
 者
で
 
な
い
 
事
 を
 
痛
感
し
て
 
下
さ
い
。
 
紙
に
 
向
っ
て
 

筆
 を
 執
る
 
と
い
 
ふ
 事
は
餘
 
り
に
 
簡
單
で
 
誰
に
 
で
も
^
ぐ
 
出
来
る
 
仕
事
で
す
。
 

人
々
 
は
こ
の
 
外
面
 
的
な
 
平
^
さ
に
 
欺
か
れ
^
い
 

と
 
忍
 
ひ
 

ま
す
。
 
此
の
 
一
見
 何
ん
で
も
 
な
く
 
見
え
る
 
仕
事
の
 
背
後
に
、
 
ど
れ
 
程
 硬
い
 
骨
が
 
潜
ん
で
 
ゐ
 
る
か
 
を
見
拔
 
い
て
 
下
さ
い
。
 
文
笨
を
 
弄
ぶ
 

と
 
云
 ふ
の
 
は
、
 
凡
て
の
 
遊
蕩
と
 
同
じ
 
だ
け
の
 
個
性
の
 
墮
落
 
だ
と
い
 
ふ
 事
 を
 洞
察
し
て
 
下
さ
い
。
 
而
 し
て
 
此
の
 
火
い
 
た
づ
ら
 
の
 や
う
な
 

危
 
ぃ
惡
戲
 
か
ら
 
逸
早
く
 
あ
な
た
 
方
 自
身
 
を
 救
 
ひ
 出
し
て
 
下
さ
い
。
 
而
 し
て
 
自
分
の
 
天
分
の
 
何
で
 
あ
る
か
 
を
、
 
つ
ま
ら
な
い
：
：
：
：
 
險
心
ゃ
 

功
名
心
に
 
累
 は
さ
れ
 
す
に
 
深
く
 
深
 求
し
て
 
下
さ
い
。
 
而
 し
て
 
自
分
が
 
ど
う
し
て
も
 
藝
術
 
家
と
 
し
て
 
立
つ
べ
き
 
で
あ
る
か
、
 
お
 術
の
 
享
 

受
者
 
と
し
て
 
立
つ
べ
き
 
で
あ
る
か
 
を
 
十
分
に
 
徹
底
し
て
 
考
 
へ
て
 
下
さ
い
。
 
そ
れ
で
な
け
れ
ば
 
あ
な
た
の
 
前
途
 
は
晤
ぃ
 
危
ぃ
ハ
 介
^
に
^
 

か
れ
る
 
の
み
 
だ
。
 

か
う
 
云
っ
た
 
と
て
、
 
私
 は
 
天
分
 
あ
る
 
藝
術
 
家
の
 
出
現
 
を
强
 
ひ
て
も
 
押
へ
 
付
け
よ
う
 
と
す
る
 
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

こ
の
 
小
さ
な
 
感
 

想
と
 
共
に
、
 
多
分
 
今
月
 
號
の
 
「
新
 公
論
」
 
に
發
 
表
さ
れ
る
 
と
 
思
 ふ
 私
の
 
「
藝
術
 
制
作
の
 
解
放
」
 
と
い
 
ふ
 感
想
 
を
^
ん
で
 
下
さ
れ
ば
、
 
私
が
 

ど
れ
 
程
 藝
術
界
 
に
 新
 分
子
 
新
 機
運
の
 
將
來
を
 
大
事
に
 
見
て
 
ゐ
 
る
か
 
を
、
 
知
っ
て
 
下
さ
る
 
こ
と
が
 
出
來
 
る
と
 
忍
 
ふ
。
 
他
の
 
ポ
^
と
 

II： 拔
 

に
、
 
藝
 術
に
 
於
て
も
 
新
し
い
 
力
が
 
加
 
へ
ら
れ
る
 
事
 は
 
不
断
の
 
必
要
事
で
 
あ
る
。
 
然
し
 
そ
の
 
新
し
い
 
力
と
 
い
ふ
 
も
の
が
 
不
幸
に
 
し
て
 
道
 

樂
氣
の
 
流
入
で
あ
っ
て
 
は
大
變
 
で
す
。
 
そ
れ
 
は
お
 
互
が
 
力
 
を
 合
せ
て
 
藝
術
界
 
か
ら
 
驅
り
 
出
さ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
第
一
 
の
 も
の
で
す
。
 

私
 は
 

- て
れ
 
を
 
こ
 
の
 小
さ
な
 
文
に
 
於
て
 
强
 調
し
た
い
 
の
で
す
。
 

え
ら
 
さ
う
な
 

口
 
を
き
 
く
と
 
あ
な
た
 
は
 思
 
ふ
か
 
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 

然
し
 
私
が
 
何
ん
 
の
權
 
利
が
 
あ
っ
て
 
え
ら
 
さ
う
な
 

口 
を
き
、
^
 
ま
 

若
き
 

友
 
に
 
 

三
 五
 三
 



_ 有
 

鳥
武
郎
 

全
^
 
第
五
^
 
 

三
 

五
 

四
 

せ
う
。
 

私
 

は
 

碌
な
 

仕
事
 

は
 

一 
つ
も
 

仕
出
 

來
 

し
て
 

は
 

ゐ
 

ま
せ
ん
。
 

あ
な
た
 

を
 

鞭
た
 

う
と
す
 

る
 

こ
の
 

文
 

は
ま
た
 

私
 

を
 

も
 

鞭
っ
て
 

ゐ
 

る
の
 

で
す
。
 

九
 
一 
八
 年
 
七
月
 
九
日
 
稿
。
 九

 
一 

八
 

年
 

八
月
 

「
秀
ォ
 

文
壇
」
 

所
載
 

.0. 



繪
畫
の
 
世
界
に
 
二
 科
會
の
 
出
現
し
た
 
事
 は
 種
々
 
な
 意
味
で
 
重
要
視
さ
れ
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
事
 だ
が
、
 
私
の
 
考
へ
 
で
は
、
 
こ
の
^
 

が
 設
立
さ
れ
 
た
爲
 
め
に
、
 
繪
畫
が
 
所
謂
 
玄
人
の
 
手
か
ら
 
解
放
さ
れ
 
て
、
 
素
人
の
 
手
に
 
も
 
取
り
扱
 
は
れ
る
 
や
う
に
 
な
っ
た
。
 

そ
の
 
現
象
 

に
 重
大
な
 
功
績
が
 
あ
る
と
 
思
 ふ
。
 

. 

一 一
 科
會
が
 
創
立
さ
れ
 
る
 
以
前
 
I
 
と
い
 
ふ
よ
り
も
 

一 ー
科
會
 
出
現
の
 
機
運
 
を
 促
し
た
 
風
潮
の
 
捲
き
 
起
る
 
前
に
 
は
、
 
繪
 S
 は
 全
く
 
取
 門
 

家
の
 
手
に
 
壟
斷
 
さ
れ
て
 
ゐ
 
た
と
い
っ
て
も
 
過
言
で
 
は
な
い
。
 
勿
論
 
そ
の
 
當
時
 
に
も
 
所
謂
 
繪
畫
奸
 
愛
 者
な
る
 
も
の
 
は
あ
っ
て
、
 
已
み
難
 

い
 自
分
の
 
欲
求
 
を
滿
 
足
さ
す
 
爲
 め
に
 
畫
 筆
を
秉
 
る
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
事
 は
 あ
る
に
 
は
あ
っ
た
 
が
、
 
そ
れ
 
を
 公
表
し
て
 
他
人
の
 
鑑
^
:
 力
に
 

訴
 
へ
よ
う
と
 
す
る
 
野
心
な
 
ど
が
な
か
っ
た
 

の
 は
 勿
論
の
 
事
、
 
そ
れ
 
等
の
 
人
々
 
が
 養
っ
て
 
ゐ
た
、
 
物
の
 
見
方
 
は
、
 
全
然
^
 
門
^
 
逑
の
昆
 

方
 を
 
模
倣
し
て
、
 
少
し
で
 
も
 
そ
の
 
埒
^
に
 
自
分
 
を
よ
り
 
深
く
 
篏
め
 
こ
む
 
事
 を
祕
訣
 
と
し
て
 
ゐ
 
た
の
 
だ
。
 
卽
ち
 
ア
マ
チ
ュ
ア
 

ー 
も
 
ア
マ
 

チ
 
ユ
ア
 
ー 
な
ら
ざ
る
 
一
般
 
世
人
 
も
、
 
繪
畫
 
と
い
へ
ば
、
 
職
業
的
 
畫
 家
の
 
領
分
に
 
專
屬
 
す
る
 
も
の
で
、
 
他
人
 
は
 容
易
に
 
そ
の
 
門
 を
も
^
 

く
 
事
の
 
出
来
な
い
 
も
の
 
だ
と
 
堅
く
 
思
 
ひ
 込
ん
で
 
ゐ
 
た
や
う
 
に
 見
え
る
。
 
外
 光
 派
の
 
花
々
 
し
い
 
蓮
 動
 は
舊
來
 
の
^
 
(
¥
を
^
&
 
な
か
ら
 
し
 

め
た
 
と
い
っ
て
も
、
 
畢
竟
 
専
門
家
が
 
代
っ
た
 
と
い
 
ふ
ま
で
 
の
 も
の
だ
っ
た
。
 

然
し
 
時
勢
 
は
 段
々
 
變
 
つ
て
 
来
て
、
 
ニ
科
會
 
な
る
 
も
の
.
^
 
出
現
 
を
 
巳
む
な
 
く
し
た
 
と
 同
時
に
、
 
繪
憲
 
製
作
の
 
權
能
 
を
せ
 
門
^
か
ら
 
公
 

衆
に
ま
で
 
擴
げ
 
る
に
 
至
っ
た
。
 

二
 科
 會
が
應
 
募
 製
作
 
品
 
を
 鑑
別
す
 
る
 標
準
の
 

一 つ
と
 
し
て
、
 
今
ま
で
の
 
繪
^
 
上
の
 
傅
お
 
に
烺
 
は
さ
れ
 

す
に
、
 

自
.
 H
 
に
 雄
 辯
に
 
自
己
の
 
看
取
し
た
 
自
然
 
を
 表
現
し
 
得
た
 
も
の
 
を
 
採
用
し
た
 
の
 は
、
 
時
勢
の
 
倾
向
を
 
促
進
す
 
る
 
上
に
 
著
し
い
 
效
 

菜
が
 
あ
つ
た
と
 
云
 は
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
誰
で
も
 
氣
付
 
く
が
 
如
く
、
 
同
會
で
 
こ
れ
ま
で
 
二
 科
^
 
を
與
 
へ
ら
れ
た
 
製
作
 
は
、
 

ニ
ー
 一： の

 例
 

藝
術
 
製
作
の
 
解
放
 
 

コ： 五
 五
 



な
 

岛
武
郎
 

仝
^
 
 

^
 
 

s
 
 ̂
 
 

一二
 

五
た
 

外
 

は
 

あ
る
と
 

し
て
も
、
 

大
抵
 

看
る
 

人
に
 

未
成
品
と
 

い
ふ
 

感
じ
.
 

V」
 

與
 

へ
る
 

種
類
の
 

も
の
だ
っ
た
。
 

そ
こ
に
 

は
專
門
 

家
の
 

製
作
に
 

は
な
い
 

上
の
 

物
 

足
ら
な
 

さ
が
あ
っ
た
。
 

今
一
 

息
と
 

も
 

二
 

息
と
 

も
 

思
 

ふ
や
う
な
 

所
が
あ
っ
た
。
 

從
 

つ
て
 

世
間
で
 

は
、
 

そ
の
 

鑑
別
の
 

不
^
 

を
 

苦
々
 

し
く
 

思
っ
た
り
 

誹
っ
た
り
 

す
る
 

傾
向
が
な
い
で
 

は
な
か
っ
た
。
 

然
し
な
が
ら
 

そ
の
 

非
難
の
 

中
に
は
 

も
っ
と
す
 

つ
と
 

大
切
な
 

も
の
 

か
 

見
落
さ
れ
て
 

ゐ
 

た
の
 

だ
。
 

そ
れ
 

は
 

今
ま
で
の
 

職
業
的
 

畫
 

家
が
、
 

そ
の
 

職
業
的
な
 

習
慣
か
ら
 

知
ら
す
 

.
（
z
m
 

ひ
て
 

し
ま
っ
て
、
 

見
窮
 

め
る
 

事
の
 

出
来
な
い
 

新
鮮
な
 

獨
自
な
 

物
の
 

見
方
が
 

表
 

は
れ
て
 

ゐ
 

る
と
 

い
ふ
 

一
 

事
 

だ
。
 

こ
れ
が
 

新
し
い
 

藝
 

術
の
 

發
 

展
の
爲
 

め
に
 

は
 

一
 

番
 

重
要
視
せ
ら
れ
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

事
だ
っ
た
 

の
 

だ
。
 

こ
の
 

要
求
 

を
 

或
る
 

點
 

ま
で
 

充
實
 

し
た
 

二
 

科
會
は
 

多
大
の
 

刺
戟
 

を
 

繪
畫
の
 

世
界
に
 

與
へ
 

る
 

事
に
 

な
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

明
治
 

以
来
の
 

繪
畫
史
 

に
 

は
 

類
の
な
い
 

新
し
い
 

進
展
が
 

美
術
界
に
 

行
 

は
れ
る
 

や
う
に
 

な
っ
た
。
 

今
か
ら
 

十
 

年
 

前
に
 

起
っ
た
 

白
樺
 

同
人
の
 

文
 

舉
界
に
 

於
け
 

る
 

功
績
 

も
 

略
ぶ
 

同
様
の
 

意
味
 

を
 

以
て
 

認
め
ら
 

る
べ
き
 

者
で
 

あ
る
。
 

そ
 

1 
な
 

前
に
 

文
學
を
 

志
望
し
た
 

も
の
 

は
、
 

如
何
に
し
て
 

現
存
 

大
家
の
 

思
想
 

や
 

技
巧
 

を
體
 

得
し
て
、
 

せ
め
て
 

は
 

そ
の
 

壘
 

で
も
 

摩
す
る
 

事
が
 

出
來
る
 

や
，
 

^
ば
な
れ
よ
う
か
と
、
 

さ
う
 

云
ふ
點
 

に
の
 

み
 

腐
心
し
て
 

ゐ
た
。
 

然
し
 

白
樺
 

を
 

生
み
出
し
た
 

機
運
 

は
 

如
何
に
し
た
な
ら
ば
 

現
存
 

大
家
 

の
 

桎
梏
か
ら
 

解
放
さ
れ
 

て
、
 

更
に
 

自
由
な
 

新
し
い
 

世
界
 

を
發
 

見
す
 

る
 

こ
と
が
 

出
来
る
 

か
、
 

そ
こ
に
 

力
 

を
 

籠
め
 

て
 

努
力
し
 

出
し
た
 

の
 

だ
。
 

彼
等
 

は
 

處
女
地
 

を
 

汗
水
た
ら
 

し
て
 

掘
り
起
し
 

始
め
た
。
 

そ
こ
の
 

土
 

は
 

堅
か
っ
た
。
 

雜
草
は
 

茂
り
 

放
題
に
 

茂
っ
て
 

ゐ
た
。
 

而
 

し
て
 

折
き
 

下
ろ
し
た
 

種
子
 

は
 

屡
 

M 
失
敗
に
 

終
っ
た
。
 

だ
か
ら
 

世
間
 

は
 

彼
等
 

を
 

目
し
て
 

「
世
間
 

見
す
」
 

と
 

云
 

ひ
、
 

「
お
 

坊
ち
ゃ
ん
」
 

と
.
 

い
っ
た
。
 

お
 

坊
ち
ゃ
ん
 

で
も
 

あ
り
 

世
間
 

見
す
 

で
も
あ
っ
た
 

ら
う
。
 

然
し
な
が
ら
、
 

一
面
に
 

於
て
、
 

開
拓
者
 

は
 

何
時
で
も
お
 

坊
ち
ゃ
ん
 

で
あ
り
 

世
間
 

見
す
 

と
な
ら
な
け
れ
ば
、
 

そ
の
 

仕
事
 

を
 

成
就
し
 

得
る
 

者
で
 

は
な
い
。
 

老
成
な
、
 

用
意
周
到
な
、
 

純
 

批
判
的
な
 

態
度
に
 

し
か
 

な
れ
な
い
、
 

大
家
に
 

な
り
 

切
っ
た
 

人
々
 

に
 

は
 

開
拓
の
 

事
業
 

は
出
來
 

は
し
な
い
 

の
 

だ
。
 

白
樺
の
 

同
人
 

も
實
は
 

世
間
が
 

思
 

ふ
 

程
 

「
世
間
 

見
す
」
 

で
も
 

「
お
 

坊
ち
ゃ
ん
」
 

で
も
な
い
 

の
 

だ
。
 

唯
 

彼
等
の
 

企
て
た
 

事
業
が
 

彼
等
 

を
實
際
 

以
上
に
 

さ
う
 

見
せ
た
^
 

け
な
の
 

た
。
 

是
 

等
の
 

諸
 

運
動
が
 

時
勢
の
 

機
關
 

と
な
っ
て
、
 

そ
れ
以
来
 

こ
の
 

傾
向
 

は
 

加
速
度
 

を
 

取
っ
て
、
 

色
々
 

な
 

杉
と
 

な
っ
て
 

晃
は
.
 

^
 

お
し
た
。
 



一 般
藝
 
術
界
に
 
新
し
い
 
作
家
の
 
名
が
^
 
出
さ
れ
て
 
来
た
の
 
は
、
 
此
の
 
結
^
で
 
あ
る
。
 

藝
術
 
製
作
の
 
解
放
 
は
か
く
の
 
如
く
し
て
、
 
最
近
 
十
 年
間
 
位
の
 
問
に
 
成
就
さ
れ
 
よ
う
と
し
て
 
ゐ
る
。
 

か
く
し
て
 
日
本
の
 
藝
術
界
 
に
迎
へ
 
入
れ
ら
れ
 
た
こ
の
 
機
運
 
を
 私
達
 
は
 無
駄
に
 
し
て
 
は
な
ら
な
い
。
 

第
一
 
は
 固
定
 
的
な
 
權
 威
と
 
い
ふ
 
觀
 念
か
ら
 
藝
術
を
 
解
放
す
 
る
 事
 だ
。
 
所
謂
 
大
家
と
 
か
 新
進
作
家
と
 
か
い
ふ
 
懸
け
隔
て
 
を
^
 
無
し
て
 

し
ま
 
ふ
 事
 だ
。
 
政
治
の
 
や
う
な
 
實
際
 
的
な
 
仕
事
に
 
す
ら
 
人
間
 
を
^
.
 
位
と
 
す
る
 
權
 ̂
を
 
認
め
る
 
倾
 向
の
 
斥
け
ら
れ
よ
 
う
と
し
て
 
ゐ
る
个
 

口
、
 
藝
術
界
 
に
か
 

\ 
る
 弊
風
 
を
殘
 
し
て
 
置
く
 
法
 は
な
い
。
 
過
去
の
 
功
績
に
 
酬
 ゆ
べ
き
 
方
法
 
は
お
の
 
づ
 か
ら
 
別
に
 
あ
る
。
 
そ
の
 
功
^
が
 

あ
る
か
ら
 
と
い
 
つ
て
、
 
今
 は
 何
等
の
 
實
カ
 
も
な
い
 

に
 喑
に
藝
 
術
 發
展
の
 
道
 
を
 色
々
 
に
！
.
 肘
 し
ょ
う
と
 
す
る
 
の
 は
冇
る
 
ま
じ
 
き
^
-
だ
。
 

藝
術
"
 
て
の
も
の
-
尊
 
嚴
を
 
凡
て
 
の
 力
の
 
上
位
に
 
置
か
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
こ
れ
が
 
爇
術
的
 
製
作
 
を
い
 
つ
ま
で
 
も， ：！： 卜： 的

な
ら
 
し
む
る
 
唯
 
一
 

の
 道
で
 
あ
る
。
 

第
一
 
： は
藝
術
 
製
作
に
 
淸
 新
な
 
傾
向
 
を
 
始
終
 
導
き
 
入
れ
^
る
 
そ
の
 
機
會
を
 
助
長
 
さ
せ
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
所
謂
 
玄
人
な
る
 
も
の
 
は
、
 

不
知
 
不
識
の
 

に
 型
と
 
い
ふ
 
も
の
 
を
 造
っ
て
、
 
そ
れ
か
ら
 
離
れ
て
 
物
 を
 
は， る

の
 
が
 困
難
に
 
な
り
 
勝
ち
な
 
も
の
 
だ
。
 
^
術
 
製
作
が
 
解
放
 

さ
れ
-
 
-
ば
、
 
そ
こ
に
 
全
く
 
今
ま
で
に
 
は
 類
の
な
い
、
 

物
の
：
 ̂
方
が
 
生
ま
れ
 
出
て
 
來
る
。
 
こ
れ
が
、
 
ど
れ
ほ
ど
、
 
^
術
に
 
と
っ
て
 
必
^
 

な
、
 
而
 し
て
 
尊
い
 
事
で
 
あ
る
か
 
分
ら
な
い
。
 

第
三
 
は
藝
 
術
に
 
對
 す
る
 
理
解
 
を
社
會
 
一
般
に
 
擴
大
し
 
得
る
 
事
 だ
。
 
藝
術
 
製
作
が
 
解
放
さ
れ
 
た
と
 
云
っ
て
 
必
す
 
し
も
 
凡
て
の
 
人
が
 
そ
 

ぁづ 

の
 製
作
に
 
與
 か
る
 
事
 は
し
な
い
。
 
又
出
來
 
な
い
。
 
然
し
な
が
ら
 
こ
の
 
CI 出

 
は
 
一
般
 社
 會
に
藝
 
術
に
 
對
 す
る
 
好
 愛
の
 
S
E
 を
 
ま、 起

す
 
る
^
 

因
に
な
る
 
事
が
 
出
來
 
る
。
 
專
制
 
政
治
^
り
も
 
共
和
政
^
の
 
方
が
 
民
衆
 
を
し
て
 
政
治
に
 
對
 す
る
 
關
門
を
 
多
か
ら
 
し
め
る
 
と
 
M
 
に
 
§
 係
で
 

あ
る
。
 
近
頃
 
や
か
ま
し
く
 
云
 は
れ
る
 
藝
 術
の
 
民
衆
化
と
 
い
ふ
 
や
う
な
 
赛
も
、
 
そ
の
 
結
^
と
 
し
て
 
€： 然

 
に
招
來
 
さ
れ
る
 
に
^
 
ひ
た
い
。
 

そ
の
外
 
綿
密
に
 
考
察
し
た
ら
、
.
 
色
々
 
な
い
、
 
効
 粜
が
藝
 
術
 製
作
 
の
 解
放
と
 
い
ふ
^
に
 
よ
っ
て
 
結
^
さ
れ
る
 
だ
ら
 
う
。
 

粱
術
 
製
作
の
 
解
 
K
 
 

三
 お
 七
 
 

• 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

集
^
:
 
北
卷
 
 

三
 

五
八
 

唯
一
 

つ
 

誰
で
も
 

疑
 

は
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

事
 

は
、
 

藝
術
 

製
作
の
 

解
放
が
 

藝
術
 

そ
の
も
の
、
 

平
凡
 

化
と
 

な
り
 

は
し
な
い
 

か
と
い
 

ふ
 

事
 

だ
。
 

一
 

時
 

的
の
 

心
 

熱
 

や
、
 

野
心
と
 

も
 

云
へ
 

な
い
 

程
の
 

名
譽
欲
 

や
、
 

無
 

自
覺
な
 

自
放
 

や
に
 

そ
 

ゝ
ら
れ
 

て
、
 

誰
で
も
 

彼
で
 

も
藝
 

術
と
 

い
ふ
 

分
野
に
 

足
 

を
 

踏
み
入
れ
る
。
 

そ
の
 

結
果
と
 

し
て
、
 

藝
術
 

そ
の
も
の
が
 

下
落
し
、
 

安
價
 

と
な
り
、
 

遊
戲
 

と
な
り
、
 

本
 

當
の
藝
 

術
 

品
 

を
、
 

悪
貨
が
 

良
貨
 

を
驅
逐
 

す
る
 

や
う
に
、
 

萎
靡
 

さ
せ
て
、
 

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 

C
 

趺
 

扈
を
來
 

た
し
 

は
し
な
い
 

か
と
い
 

ふ
 

事
 

だ
。
 

こ
れ
 

は
 

極
め
て
 

有
り
得
る
 

事
 

だ
。
 

こ
の
 

弊
害
か
ら
 

藝
術
界
 

を
 

救
 

ふ
 

も
の
 

は
 

批
評
家
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

批
評
家
と
 

は
 

結
局
 

天
才
 

的
な
 

眼
識
 

を
 

以
て
 

藝
術
 

品
の
 

山
の
 

中
か
ら
、
 

各
自
の
 

歌
 

を
 

歌
 

は
う
 

と
し
て
 

待
ち
 

こ
が
れ
て
 

居
る
 

金
 

や
、
 

銀
 

や
、
 

金
剛
石
 

や
、
 

そ
の
外
 

た
ピ
の
 

土
塊
と
 

違
っ
た
 

尊
い
 

鑛
物
を
 

掘
り
出
す
 

坑
夫
 

を
 

云
 

ふ
の
 

だ
。
 

然
し
な
が
ら
 

も
っ
と
 

突
き
つ
 

め
て
 

考
 

へ
 

て
 

見
る
 

と
，
 

眞
に
 

尊
い
 

藝
術
を
 

見
分
け
る
 

も
の
 

は
 

民
衆
 

そ
の
も
の
で
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

い
か
に
 

立
派
な
 

批
評
家
が
 

ゐ
て
、
 

立
派
な
 

藝
術
品
 

を
 

指
し
示
し
て
も
、
 

民
衆
の
 

生
活
が
 

緊
張
し
 

向
上
し
て
 

ゐ
 

な
け
れ
ば
、
 

そ
れ
 

は
 

豚
 

に
 

眞
珠
を
 

指
し
示
し
た
 

程
の
 

効
果
 

も
な
い
 

の
 

だ
。
 

民
衆
の
 

要
求
が
 

眞
摯
 

で
あ
り
、
 

そ
の
 

生
活
 

態
度
が
 

充
實
 

し
て
 

ゐ
れ
 

ば
、
 

彼
等
 

は
批
 

評
 

家
 

を
 

待
た
な
い
で
も
，
 

そ
の
 

愛
憎
に
 

よ
っ
て
 

藝
術
 

品
の
 

善
惡
を
 

鑑
^
し
て
 

し
ま
 

ふ
。
 

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
 

な
ぞ
 

は
 

自
然
 

に
 

存
在
 

の
 餘
地
を
 
失
っ
て
 
し
ま
 
ふ
。
 

だ
か
ら
 

私
 

は
 

云
 

ふ
、
 

藝
術
 

製
作
の
 

解
放
 

は
 

恐
る
べ
き
 

事
で
 

は
な
い
。
 

恐
る
べ
き
 

は
 

民
衆
の
 

生
活
 

態
度
 

如
何
で
 

あ
る
。
 

藝
術
 

製
作
の
 

解
放
 

は
 

如
何
な
る
 

民
衆
に
 

對
 

し
て
も
 

必
要
 

だ
。
 

若
し
 

民
衆
が
 

低
 

殺
な
ら
 

ば
、
 

そ
の
 

民
衆
 

を
 

益
 

i 
墮
落
 

さ
し
て
 

自
滅
に
 

陷
ら
 

せ
る
 

爲
め
 

に
 

必
要
 

だ
。
 

若
し
 

民
衆
が
 

向
上
 

的
な
ら
 

ば
，
 

そ
の
 

民
衆
 

を
 

益
よ
 

刺
戟
し
て
、
 

更
に
 

向
上
の
 

轉
歩
 

を
さ
せ
る
 

爲
 

め
に
 

必
要
 

だ
。
 

(
一
九
 

一 
八
 

年
 

十
月
、
 

一
新
 

公
^
」
^
 

載
〕
 



人
間
の
 
凡
て
の
 
活
動
の
 
中
で
 
藝
術
 
上
の
 
活
動
 
ほ
ど
 
特
殊
性
に
 
依
賴
 
す
る
 
活
動
 
は
な
い
 

と； ム
 つ
て
い
、
。
 
^
術
 
上
の
 
製
^
:
 
は
个
-
 然
^
 

術
 家
の
 
特
殊
な
 
性
情
と
 
習
練
と
 
が
 生
み
出
す
 
者
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
藝
術
 
家
が
.
 n: 己

の
 
性
情
と
 
習
練
と
 
に
 疑
惑
 
を
^
 
じ
、
 
破
綻
 
を
 

見
出
し
、
 
缺
 陷
を
感
 
す
る
 
が
 最
後
、
 
そ
の
 
人
の
 
製
作
 
は
 
そ
の
 
瞬
 問
か
ら
 
向
 
下
し
て
 
價
値
を
 
失
っ
て
 
行
く
。
 
そ
れ
 
は
^
 
仰
 を
 
生
命
と
 
す
 

る
 人
が
 
信
仰
の
 
對
象
を
 
見
失
っ
た
 
時
と
 
全
く
 
同
じ
 
結
果
に
 
陷
る
。
 
そ
こ
に
 
は
 最
早
 
や
 生
命
の
 
燃
燒
 
が
な
 
く
，
 
そ
の
 
人
 も
 
死
に
、
 
^
も
 

亦
 死
ぬ
 
る
。
 如
何
な
る
 
藝
術
家
 
も
 
如
上
の
 
一
事
 
を
 念
頭
か
ら
 
離
れ
さ
し
て
 
は
な
ら
ぬ
。
 

又
 離
れ
さ
す
 
こ
と
が
 
出
来
な
い
。
 
彼
等
に
 
*
 
 ̂
し
^
 
力
 

な
自
覺
 
だ
に
 
あ
れ
ば
、
 
自
分
の
 
生
命
が
 
ど
ん
な
 
釘
に
 
垂
れ
下
げ
ら
れ
 
ね
ば
な
ら
 
ぬ
か
 
を
 知
っ
て
 
ゐ
る
。
 
n
 分
の
 
生
命
，
 
卽
 ち
そ
の
 
製
 

作
 を
、
 
自
分
の
 
特
殊
な
 
性
情
と
 
習
練
と
の
 
結
合
 
點
に
 
見
出
さ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
い
 
ふ
こ
と
 
を
 
知
っ
て
 
ゐ
る
。
 

こ
れ
 
は
 前
に
 
も
 
言
っ
た
 
通
り
、
 
藝
術
 
家
の
 
覺
悟
 
と
し
て
 
は
 最
も
 
大
事
な
 
要
素
の
 

一
 つ
 だ
。
 

ゴ
 
ン
ク
 

ー 
ル
兄
 
弟
が
 
或
る
 
创
作
を
 
介
 竹
 

し
た
と
 
か
、
 

ミ 
レ
イ
 
(Millais) 

と
ラ
 
ン
ド
 

シ，. '
ァ
 
と
が
 
同
じ
 
力
 

ン、、 ヮ 
ス 
の
 中
に
、
 

分
；
 S
 し
て
 
婦
人
と
 
馬
と
 
を
 描
き
 
込
ん
だ
 

と：. ム
 ふ
ィ
 

う
な
 
事
 は
 —
 

ゴ
 
ン
ク
，
 
'
ル
の
 
場
合
に
 
は
 物
 を
 物
と
 
し
て
、
 
作
家
の
 
氣
稟
を
 
最
小
限
に
 
縮
小
し
て
 
觀
察
 
す
る
 
自
然
主
義
の
 
主
張
に
 
蹈
 

ま
さ
れ
た
 
事
 だ
と
し
て
 
見
て
も
 
—
—
 
藝
術
界
 
に
 起
っ
た
 

一
 つ
の
 
出
来
事
 
だ
と
し
て
 
觀
 察
し
て
 
昆
 
る
と
、
 
ど
う
し
て
も
 
あ
り
^
べ
 
か
ら
 

ざ
る
 
事
 を
、
 
割
合
に
 
無
 反
省
な
 
心
で
 
や
っ
て
 
退
け
た
 
と
よ
り
 
考
 
へ
ら
れ
ぬ
。
 
若
し
 
そ
れ
ら
の
 
藝
術
 
家
が
 
露
に
，
 n
 己
の
 
特
殊
性
に
 
依
賴
 

す
る
 
人
で
あ
っ
た
 
な
ら
 
—
—
 
而
 し
て
 
か
 
\ 
る
 特
殊
性
が
 
幾
人
 
も
の
 
人
の
 
間
に
 
同
 
一
 量
 同
 
一
 赏
 
に
 盛
ら
れ
て
 
あ
る
 
場
合
 
は
 絶
^
に
な
い
 

の
 だ
か
ら
 
—
—
 
決
し
て
 
こ
の
 
無
謀
に
 
近
い
 
大
瞻
な
 
試
み
 
を
敢
 
て
す
 
る
 
や
う
な
 
亊
 は
な
か
っ
た
 
に
 遠
 
ひ
な
い
。
 
合
作
と
 
か
 共：：！ 作

^
と
 

大
 
な
る
 

ffi 仝
 
性
へ
 
 

一一 一 五 九
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一六
 

o
 

か
 

云
 

ふ
や
う
な
 

事
 

は
、
 

一
 

人
の
 

藝
術
 

家
に
 

他
の
 

藝
術
 

家
が
 

甘
ん
じ
て
 

f
t
 

屬
 

し
た
 

場
合
に
 

だ
け
 

辛
う
じ
て
 

可
能
と
 

せ
，
 

り
る
べ
き
 

も
の
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

位
藝
術
 

家
の
 

特
殊
性
 

は
 

重
ん
ぜ
ら
れ
 

た
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
 

だ
。
 

か
う
 

云
ふ
條
 

件
に
 

よ
っ
て
 

約
束
さ
れ
 

る
 

結
朵
、
 

藝
術
家
 

は
 

知
ら
す
 

く
 

自
分
の
 

特
殊
性
 

を
强
 

調
す
 

る
 

動
向
に
 

支
配
さ
れ
 

て
 

来
る
。
 

あ
る
 

場
合
に
 

は
 

官
能
の
 

方
面
に
、
 

あ
る
 

場
合
に
 

は
 

主
張
の
 

方
面
に
、
 

あ
る
 

楊
 

合
に
 

は
 

技
巧
の
 

方
面
に
。
 

而
 

し
て
 

自
分
 

を
 

他
か
ら
 

特
殊
 

す
る
 

爲
 

め
に
 

は
 

病
的
と
 

云
 

は
る
べ
き
 

境
に
ま
で
 

勢
 

ひ
 

込
ん
で
 

這
 

入
っ
て
 

行
く
。
 

こ
れ
 

は
 

人
の
 

眼
 

を
欹
て
 

さ
す
の
に
 

十
分
 

だ
。
 

人
々
 

は
さ
う
 

云
 

ふ
藝
術
 

製
作
に
 

よ
っ
て
、
 

平
凡
な
 

日
常
生
活
か
ら
 

極
端
に
 

引
き
離
さ
 

れ
て
、
 

一
種
の
 

陶
醉
狀
 

態
に
 

這
 

入
る
。
 

そ
の
 

快
味
 

を
感
 

す
る
 

事
が
 

出
来
る
。
 

又
 

異
常
な
 

輿
粲
 

に
よ
っ
て
、
 

人
間
の
 

內
 

部
に
 

伏
在
す
 

る
 

向
 

下
 

的
 

傾
向
 

(
d
o
w
n
w
a
r
d
 
 

as
pi
ra
ti
on
) 

の
 

奇
怪
な
 

誘
惑
に
 

溺
れ
る
 

事
が
 

出
来
る
 

I
I
 

丁
度
 

あ
る
 

高
さ
に
 

引
き
上
げ
ら
れ
た
 

石
が
、
 

支
 

力
の
 

除
か
れ
る
 

事
に
 

よ
 

つ
 

て
 

快
げ
 

に
 

落
下
す
 

る
 

や
う
に
 

—
—
 

。 
- 

こ
の
 

や
う
に
 

し
て
 

藝
術
を
 

製
作
す
 

る
 

者
 

も
 

藝
術
を
 

味
 

ふ
 

も
の
 

も
、
 

互
に
 

或
る
 

點
で
滿
 

足
し
 

合
 

ひ
 

認
め
 

合
 

ふ
 

事
が
 

出
来
る
。
 

ア
ダ
ム
 

と
 

イ
ヴ
と
 

が
 

智
慧
の
 

果
 

に
つ
い
て
 

な
し
た
 

や
う
に
、
 

互
々
 

に
 

十
分
 

自
分
の
 

衝
動
の
 

誤
り
 

を
 

意
識
し
な
が
ら
、
 

他
に
 

喜
ば
す
 

爲
 

め
に
 

互
 

互
 

を
勵
 

ま
し
 

合
 

ふ
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

結
 

架
と
 

し
て
 

本
當
の
 

意
味
に
 

於
け
 

る
墮
 

落
し
た
 

藝
術
、
 

病
的
な
 

藝
 

術
と
 

い
ふ
 

も
の
が
 

表
 

は
れ
 

出
て
 

來
る
。
 

「
あ
れ
 

は
い
 

や
な
 

作
品
 

だ
 

。
然
し
 

何
 

處
か
人
 

を
 

牽
き
附
 

け
る
 

所
が
 

あ
る
 

C 
人
生
 

を
 

無
視
し
た
 

惡
魔
 

味
が
 

あ
る
。
 

輝.
 

窟
 

の
な
い
 

物
凄
い
 

や
う
な
、
 

醜
い
 

美
し
 

さ
が
 

あ
る
。
」
 
 

、 

こ
ん
な
 

評
語
が
 

或
る
 

藝
 

術
に
 

關
 

し
て
 

私
達
の
 

間
に
 

取
り
 

か
 

は
さ
れ
 

る
 

事
 

は
な
.
 

S
 

か
。
 

そ
の
 

時
に
 

私
達
 

は
 

そ
の
 

藝
标
 

に
對
 

し
て
 

深
い
 

警
戒
 

を
 

加
へ
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

そ
れ
 

は
屢
 

ぷ 
私
達
 

を
 

容
赦
な
 

く
も
と
 

來
た
 

道
に
 

引
き
 

戾
す
 

も
の
で
あ
る
 

場
合
が
 

多
い
 

か
ら
だ
。
 

こ
の
 

藝
 

術
の
 

邪
道
 

は
何
處
 

か
ら
 

起
る
 

か
と
^
 

ふ
に
、
 

藝
 

術
の
 

特
殊
性
と
 

い
ふ
 

事
實
を
 

曲
解
し
た
 

が
 

故
で
 

あ
る
と
 

云
 

は
な
け
 

に
ば
な
 



ら
^
。
 
私
 は
 前
に
 
藝
術
は
 
そ
の
 
製
作
者
の
 
性
情
と
 
習
練
と
の
 
特
殊
な
 
表
現
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
 
云
っ
た
 
が
、
 
そ
れ
 
は
：
^
 
し
て
 
孤
立
 

的
な
、
 
他
人
の
 
性
情
と
 
習
お
 
と
に
 
全
く
 
無
關
 
係
な
 
表
現
で
 
あ
ら
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
 
云
 
ふ
 意
味
で
 
は
な
い
。
 
反
對
 
に
、
 
よ
き
^
 
術
^
 
は
お
 

人
の
 
心
の
 
正
當
な
 
理
解
 
者
で
 
あ
り
、
 

又
 萬
 人
の
 
心
と
 
同
様
の
 
心
の
 
持
主
で
あ
っ
て
、
 

そ
の
 
心
が
 
運
命
に
 
對
 し
て
^
 
I
 る €： 皮

の
 
M
 々
扣
 

を
、
 
萬
 人
が
 
表
現
し
 
得
な
い
 
强
 
さ
と
 
疋
確
 
さ
と
 
纖
細
 
さ
と
 
を
 
以
て
 
表
現
し
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
 
と
 
云
 は
う
 
と
す
る
 
の
 だ
"
 
だ
か
ら
 
私
の
 

云
 
ふ
 特
殊
性
と
 
は
、
 
質
の
 
問
題
で
 
は
な
く
，
 
量
の
 
問
題
と
 
な
る
。
 

私
 は
、
 
天
才
と
 
か
藝
術
 
家
と
 
か
 云
 は
れ
る
 
も
の
 
は
、
 
民
衆
か
ら
 
全
然
 
違
っ
た
 
質
に
 
よ
っ
て
 
作
ら
れ
た
 
人
^
だ
 
と
 
は
 信
じ
な
い
 
も
の
 

だ
。
 
反
對
 
に
、
 
そ
れ
ら
の
 
人
 は
、
 
最
も
 
徹
底
し
た
 
民
衆
の
 
心
の
 
持
主
で
 
あ
り
、
^
 
驗
 
で
あ
る
と
 
信
す
 
る
^
;
 だ
。
 
^
に
 
尺
^
の
：
 
g
 
つ
、
 

喜
び
と
、
 
悲
し
み
と
、
 
動
向
と
、
 
煩
悶
と
 
を
 際
立
っ
て
 
多
量
に
 
持
ち
 
合
 は
し
た
 
人
々
 
で
あ
る
と
 
信
す
 
る
お
 
だ
。
 

本
 當
を
云
 
ふ
と
 
藝
 術
に
 
於
け
 
る
 貴
族
 
主
義
と
 
民
衆
 
主
義
と
 
は
こ
 

\ 
に
 立
脚
し
 

て
 論
じ
ら
れ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
も
の
 
だ
。
 
(
こ
れ
 
は
 少
し
 

餘
談
に
 
亙
る
 
け
れ
ど
も
)
 
民
衆
 
を
藝
術
 
製
作
の
 
對
象
 
と
す
る
 
か
ら
 
藝
術
的
 
民
衆
 
主
義
で
 
あ
り
、
 
或
る
^
ら
れ
 
た
 少
數
を
 
藝
術
的
 
製
作
 

の
對
 
象
と
 
す
る
 
か
ら
 
藝
術
的
 
貴
族
 
主
義
 
だ
と
 
見
る
 
や
う
な
 
a
 方
 
は
 成
り
立
た
な
い
。
 
民
衆
 
を
對
 
象
と
 
し
ょ
う
が
、
 
^
ら
れ
 
た
^
 
数
 を
 

對
象
 
と
し
ょ
う
が
，
 

そ
の
 
見
方
が
 
質
的
に
 
特
殊
で
 
あ
れ
ば
 
あ
る
 
程
 藝
術
的
 
貴
族
 
主
義
で
 
あ
り
、
 
量
的
に
 
特
殊
で
 
あ
れ
ば
 
あ
る
 

術
 

的
 民
衆
 
主
義
と
 
な
る
 
譯
 な
の
 
だ
。
 

だ
か
ら
 
私
 は
こ
ん
 
な
 差
別
 
觀
 か
ら
 
見
て
 
藝
術
 
上
の
 
民
衆
 
主
義
者
と
 
い
 は
れ
て
も
 
滿
 足
し
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
と
^
ふ
。
 
^
に
も
^
:
 

に
も
 
私
の
 
思
 
ふ
 所
に
 
從
 
へ
ば
、
 
特
殊
性
が
 
質
的
に
 
强
 調
さ
れ
 

ゝ 
ば
さ
れ
 
ろ
 程
，
 
そ
の
蕩
 
術
^
 
は
 自
己
の
 
働
き
 
か
け
て
 
行
く
 
對
象
 
「
卽
 

ち
 藝
術
を
 
味
 
ふ
 人
)
 
を
 失
っ
て
，
 

そ
の
 
極
端
な
 
結
^
 
は
、
 
そ
の
 
藝
術
 
家
の
 
孤
立
に
 
終
っ
て
 
し
ま
 
ふ
。
 
か
、
 
る
 
人
の
 
製
作
し
た
^
 
術
 は
 

そ
れ
 
自
身
お
 
人
類
の
 
生
活
の
 
基
調
か
ら
 
切
り
放
す
 
結
果
に
な
る
。
 

而
 し
て
 
人
類
が
 
健
全
で
 
あ
る
 
限
り
、
 
い
く
ら
 
ゆ
 
ひ
 入
っ
て
 
來
 よ
う
 

と
し
て
も
、
 

か
 
&
る
藝
 
術
 は
 何
時
か
、
 
實
 質
的
 
生
活
の
 
國
 外
に
 
抛
り
 
出
さ
れ
て
 
一
種
の
 
遊
戲
 
(
そ
れ
 
は
 
ど
れ
 
稃
 辛
辣
な
 
味
 を
 持
つ
 
に
 

-大 
な
る
 
健
全
 
性
へ
 
 

三
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三
 

六
 

二
 

し
ろ
)
 

辛
辣
な
 

り
な
 

遊
 

戲
に
墮
 

し
て
し
 

ま
ふ
。
 

畢
竟
 

人
生
 

は
 

常
に
 

遊
 

戲
に
沒
 

頭
す
 

る
に
 

は
餘
 

り
に
 

嚴
肅
 

だ
。
 

人
叛
 

全
體
は
 

自
分
が
 

本
質
的
に
 

持
っ
て
 

ゐ
る
 

も
の
 

& 
何
ん
で
 

あ
る
か
 

を
 

模
 

穿
 

し
 

把
持
し
、
 

實
 

現
し
、
 

向
上
 

さ
せ
よ
う
 

と
す
る
 

動
向
 

を
 

一
刻
 

も
 

捨
て
な
い
で
 

ゐ
る
。
 

こ
の
 

嚴
肅
.
 

^
動
向
 

は
、
 

， 段
 

初
の
 

皮
肉
 

や
、
 

突
飛
な
 

思
 

ひ
 

付
き
 

や
、
 

弱
さ
か
ら
 

來
る
 

旋
毛
の
 

曲
げ
 

方
位
で
、
 

ぐ
ら
つ
く
 

も
の
で
 

は
 

決
し
て
な
い
。
 

人
類
 

を
极
柢
 

的
に
 

動
か
し
、
 

永
く
 

人
類
の
 

生
命
 

を
 

培
 

ふ
 

も
の
 

は
、
 

そ
の
 

健
全
 

性
 

を
 

促
進
す
 

る
 

力
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

藝
術
家
 

は
こ
の
 

一
 

大
事
 

を
 

忘
れ
て
 

は
な
ら
 

ぬ。 

私
達
の
 

忘
れ
る
 

事
の
 

出
来
な
い
 

恩
人
 

達
の
 

生
涯
 

を
 

思
っ
て
 

見
る
 

が
い
 

X
。
 

釋
迦
 

で
も
、
 

基
督
で
 

も
、
 

プ
ラ
ト
，
'
 

で
も
 

ダ
 

ー 
ゥ
 

キ
ン
 

で
 

も
、
 

私
達
が
 

偉
大
 

を
 

感
じ
な
い
 

で
は
 

ゐ
ら
れ
 

な
い
 

人
の
 

生
涯
 

は
 

皮
肉
 

や
、
 

思
 

ひ
 

付
き
 

や
、
 

一
部
 

的
な
 

特
殊
性
の
 

强
調
 

な
ど
で
 

築
き
 

上
 

げ
ら
れ
 

て
ゐ
る
 

例
し
 

は
な
い
。
 

部
分
的
で
 

な
く
 

全
部
 

的
 

だ
。
 

病
 

性
に
 

向
っ
て
 

ビ 
は
な
く
 

健
全
 

性
に
 

向
っ
て
 

だ
。
 

又
も
つ
 

と
 

問
題
 

を
狹
 

く
し
て
 

藝
術
界
 

の
 

事
 

だ
け
 

を
考
 

へ
て
 

見
て
も
、
 

長
い
 

月
日
の
 

問
 

人
類
 

全
 

體
が
澤
 

山
の
 

人
の
 

中
か
ら
"
 

篩
 

ひ
 

分
け
て
、
 

偉
大
な
 

藝
術
 

家
と
 

仰
ぐ
 

人
々
 

を
 

見
る
 

が
い
 

\。
 

一 
 

々
名
前
 

を
 

擧
げ
る
 

迄
 

も
な
 

く
、
 

彼
等
 

は
 

自
分
 

を
 

人
間
の
 

生
活
の
 

底
 

潮
に
 

浸
し
 

切
っ
た
 

人
々
 

だ
。
 

而
し
 

て
 

人
類
が
 

共
同
に
 

所
有
し
な
が
ら
 

氣
が
 

付
か
な
い
で
 

ゐ
た
 

運
命
 

を
 

强
く
銳
 

く
 

握
っ
て
，
 

的
確
た
 

表
現
 

を
與
 

へ
た
 

人
々
 

だ
。
 

人
類
 

は
是
 

等
の
 

尊
い
 

藝
術
 

家
に
 

よ
っ
て
、
 

何
が
 

自
分
 

等
の
 

高
貴
な
 

屬
 

性
で
 

あ
る
か
に
 

目
覺
 

め
、
 

何
が
 

自
分
 

等
の
 

本
當
の
 

悲
し
い
 

運
命
で
 

あ
る
か
 

を
 

痛
感
し
、
 

如
何
に
し
て
、
 

ど
の
 

道
 

を
 

通
っ
て
、
 

こ
の
 

地
上
 

巡
 

禮
の
足
 

を
 

運
び
 

行
く
べ
き
 

か
を
喑
 

示
さ
れ
た
 

の
 

だ
。
 

容
易
な
 

道
 

を
 

選
ん
で
 

は
な
ら
ぬ
。
 

近
道
 

を
拔
 

け
て
 

は
な
ら
ぬ
。
 

鬼
面
 

を
 

以
て
 

人
 

を
 

脅
か
し
た
り
、
 

道
化
役
者
と
 

な
っ
て
 

人
の
 

I
I
 

笑
に
 

す
が
っ
た
 

り
し
て
 

は
な
ら
ぬ
。
 

成
就
し
 

よ
う
が
 

成
就
し
 

ま
い
が
、
 

大
き
な
 

健
全
 

性
へ
の
 

大
道
 

を
 

藝
術
家
 

は
 

歩
ま
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

小
さ
 

い
 

道
に
 

立
っ
て
、
 

異
 

つ
た
 

服
装
 

を
し
て
、
 

狂
 

ふ
が
 

如
く
 

跳
る
 

も
の
 

は
 

目
立
つ
。
 

侏
儒
で
 

も
 

或
は
 

人
の
 

注
意
 

を
牽
 

く
に
 

足
る
 

だ
ら
 

う
。
 

正
し
く
 

大
き
な
 

道
の
 

上
 

を
 

歩
ま
う
 

と
す
る
 

も
の
 

は
、
 

縱
令
器
 

置
が
 

相
當
に
 

勝
れ
て
 

ゐ
て
も
 

* 
大
き
く
 

も
，
 

珍
ら
 

し
く
 

も
 

人
の
 

眼
に
 

は
 



映
.
 ら
た
い
。
 
然
し
 
藝
術
 
家
の
 
眞
.
 賞
に
 
心
掛
け
ね
ば
 
た
ら
な
 
い
の
は
，
 
人
の
 
心
の
 
火
 道
に
 
立
つ
 
事
 だ
。
 
そ
こ
に
 
ケ
 
て
お
^
^
 
は
 n;: つ 

G1 身
 を
 
試
み
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
そ
の
外
に
；
 
止
し
い
 
道
 は
な
い
。
 
而
 し
て
 
そ
の
外
に
 
人
類
と
 
融
合
し
て
 
そ
の
 
生
活
お
 
向
 
h
 
さ
せ
て
；
.
 仃
く
終
 

路
は
た
 
い
。
 

生
存
に
 
絶
望
し
た
 
も
の
に
 
は
 凡
て
が
 
不
用
で
 
あ
る
。
 
藝
術
 
も
ま
た
 
不
 川
た
。
 

ネ
；
#
 
の
 可
能
 
を
、
 
卽
 ち
人
頹
 
の
^
 
全
 性
と
，
 
^
來
 
に
 

於
け
 
る
 
そ
の
 
增
 進
と
 
を
 感
す
る
 
も
の
、
 
み
が
 
凡
て
 
の
 も
の
 
を
 
必
要
と
 
す
る
。
 
藝
術
も
 
亦
 必
要
 
だ
。
 
そ
の
 
必
耍
に
 
促
が
 
さ
れ
た
 
藝
 術
が
 

大
 な
る
 
健
全
 
性
へ
 
の
 示
唆
と
 
な
り
 
得
な
か
っ
た
ら
 
何
ん
 
の
 役
に
立
つ
 
か
。
 

へ
 一
九
 
一
八
す
 

七
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十
一
；
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：
^
 

ご
 
九
 
一 八た や 八

お
、
 I 文
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，
^
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所
^
 

大
 
た
 
る 
健
 
仝
 
忭
 
へ
 
 

- ニハ
 
パ
 



^
お
 

武
郞
 

仝
^
 
 

^
五
，
 
3
 
 

一一
； 

六
 

四
 

リ
 
 
自
己
と
 
世
界
 

今
度
 

の
 

世
界
 

戰
&
 

に
つ
い
て
の
 

感
想
 

を
述
 

ベ
 

て
 

見
な
い
 

か
と
 

の
慫
遛
 

を
受
 

け
た
。
 

私
 

は
 

新
聞
紙
 

ゃ
雜
誌
 

の
 

上
 

に
揭
げ
 

ら
れ
た
 

世
界
 

事
情
の
 

上
 

を
 

漫
歩
す
 

る
^
の
 

だ
。
 

科
憨
 

者
の
 

や
う
な
 

態
度
で
 

こ
れ
に
 

服
 

を
 

通
し
た
 

事
 

は
 

嘗
て
な
い
 

と
 

云
っ
て
 

ぃ
ゝ
位
 

だ
。
 

私
 

こ，
 

と
つ
 

て
 

は
こ
の
 

態
度
 

は
怠
馒
 

か
ら
ば
 

か
り
の
 

事
で
 

は
な
い
。
 

虚
構
、
 

偏
頗
、
 

空
想
、
 

誇
大
、
 

曲
筆
 

等
の
 

悪
德
 

か
ら
 

正
確
な
 

事
實
を
 

選
り
 

分
 

け
る
 

事
 

は
 

今
の
 

揚
合
 

全
く
 

不
可
能
な
 

の
 

を
 

知
る
 

か
ら
だ
。
 

此
の
度
の
 

戰
 

爭
に
對
 

す
る
 

明
か
な
 

批
判
 

は
 

或
る
 

歳
月
 

を
經
 

過
し
た
 

後
で
な
 

け
れ
ば
 

何
人
と
 

雖
も
 

下
す
 

事
が
 

出
来
な
い
 

だ
ら
 

う
。
 

で
、
 

問
題
が
 

少
し
 

岐
路
に
 

I
 

る
か
 

も
 

知
れ
な
い
 

が
、
 

私
 

は
 

自
己
と
 

い
ふ
 

も
の
と
 

世
界
と
の
 

交
.
 

涉
に
 

つ
い
て
 

自
分
の
 

思
 

ふ
 

所
 

を
 

申
し
 

出
て
 
見
た
い
。
 

1
 

體
 

自
己
と
 

い
ふ
 

も
の
 

を
 

外
に
し
て
 

世
界
と
 

云
 

ふ
 

も
の
が
 

存
在
す
 

る
 

だ
 

ら
う
 

か
。
 

世
界
 

及
び
 

其
の
上
に
 

行
 

は
れ
る
 

凡
て
の
 

行
事
 

は
、
 

物
理
的
に
 

は
 

自
己
な
 

く
し
て
も
 

存
在
し
 

得
る
。
 

ど
の
 

國
で
 

ど
う
 

政
治
が
 

變
 

革
し
た
 

と
か
、
 

ど
の
 

國
 

と
ど
の
 

國
が
戰
 

を
 

交
へ
 

て
 

ど
 

う
い
 

ふ
 

決
着
に
 

な
っ
た
 

と
か
、
 

ど
の
 

勞
働
 

團
體
は
 

或
る
 

經
濟
狀
 

態
の
 

變
 

化
の
 

下
に
 

如
何
な
る
 

行
動
に
 

出
た
 

と
か
-
 

如
何
な
る
 

思
潮
が
 

ど
の
 

國
 

に
ど
う
 

云
 

ふ
 

風
に
 

現
 

は
れ
 

出
た
 

と
か
、
 

婦
人
の
 

社
會
的
 

地
位
が
 

ど
の
 

阈
で
 

は
ど
う
 

推
移
し
た
 

と
か
、
 

そ
れ
ら
の
 

物
理
的
な
 

表
 

は
れ
 

は
 

毎
日
 

毎
時
 

世
界
の
 

表
^
に
 

目
ま
ぐ
る
し
く
 

出
沒
 

消
長
し
て
 

ゐ
る
。
 

然
し
 

そ
れ
 

は
 

§ 攀
に
 

ET
 

ま
ぐ
 

る
し
 

く
出
沒
 

肖
 

憂
し
て
 

ゐ
る
だ
 

け
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

は
 

現
 

は
れ
て
 

は
 

纏
て
 

隠
れ
て
 

行
く
べ
き
 

假
象
的
 

存
在
に
 

過
ぎ
な
い
。
 

人
 

は
 

そ
の
 

現
象
の
 

集
成
 

的
で
 

規
模
の
 

宏
大
な
 

の
に
 

眩
惑
し
て
、
 

其
の
 

事
象
 

そ
れ
だ
け
が
 

何
 

か
な
し
に
 

決
定
的
な
 

不
變
性
 

を
 

持
っ
た
 

存
在
で
 

あ
る
か
の
 

如
く
 

考
へ
 

易
い
。
 

こ
の
 

や
う
 

^
立
場
か
ら
 

出
發
 

し
た
 

世
界
 

觀
は
餍
 

達
の
 

服
 

を
 

過
 

ま
る
。
 

然
し
 

そ
れ
が
 

結
局
 

何
者
で
 

あ
ら
う
。
 

私
 

は
 

そ
れ
 

を
稱
 

し
て
 

事
大
、
 

王
^
 



の
 世
界
 
觀
と
稱
 
す
る
 

J こ
の
 
世
界
で
 
は
 量
的
に
 
卽
 ち
概
理
 
的
に
 
宏
大
な
 
も
の
が
 
重
大
 
事
件
と
 
し
て
 
取
り
扱
 
は
れ
る
。
 
量
的
に
 
规
 校
の
 
小
 

さ
い
 
も
の
 
は
、
 
如
.
 可
 
こ. 光

っ
て
 
ゐ
て
も
 
思
惟
の
 
圈
 外
に
 
抛
 衛
 さ
れ
て
 
し
ま
 
ふ
。
 
厘
 
i 
一
握
の
 
土
が
 

一
 摘
の
 
金
剛
石
と
 
交
換
さ
れ
 
る
。
 

玆
で
 
私
が
 
云
っ
て
 
置
か
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
の
 は
、
 
私
 は
 決
し
て
 
規
模
の
 
大
き
な
 
も
の
が
 
無
意
義
 
だ
と
 
云
 は
う
 
と
す
る
 
の
で
 
は
な
い
 
こ
と
 

だ
。
 
規
模
の
 
大
き
い
 
と
 
云
ふ
蓽
 
に
 は
、
 
そ
の
 
大
き
く
 
あ
り
 
得
べ
き
 
相
當
の
 
正
し
い
 
理
由
が
 
あ
る
。
 
全
然
 
無
意
義
な
 
も
の
 
は
规
 
校
の
 
大
 

を
 
す
ら
な
 
し
 得
な
い
。
 
凡
て
 
犬
な
る
 
も
の
に
 
對
 し
て
 
私
達
の
 
持
つ
 
畏
服
 
心
 は
 
ひ
と
り
で
に
 
そ
の
 
存
^
の
 
無
益
で
 
な
い
 
こ
と
 
を
 保
證
す
 

る
。
 
量
的
に
 
で
も
 
大
 な
る
 
も
の
 
は
、
 
何
者
か
で
 
あ
る
の
 
だ
、
 
無
 有
で
 
は
な
い
 

m
 

ン も
っ
と
 
根
柢
 
的
に
 
い
ふ
と
、
 
世
界
 
を
 
そ
の
 
實
 在
に
ま
で
 
持
ち
 
來
す
 
も
の
 
は
 そ
の
 
質
で
 
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
世
界
に
 
起
っ
た
 
或
 

る
 事
件
が
 
世
界
の
 
實
在
 
性
で
 
確
立
す
 
る
の
 
は
、
 
そ
の
 
事
件
が
 
有
す
る
 
內
 在
的
價
 
値
に
 
あ
る
の
 
だ
。
 
世
界
の
 
實
在
は
 
そ
の
^
 
卽
 ち
數
^
 

に
あ
る
 
の
で
 
は
な
く
、
 

そ
の
 
質
 卽
ち
價
 
値
に
 
あ
る
の
 
だ
。
 
世
界
に
 
起
っ
た
 
或
る
 
事
件
が
、
 

そ
の
 
世
界
の
 
過
去
と
 
未
來
 
と
に
 
ィ
機
 
が
に
 

結
^
^
 
ナ
ら
，
 1 
て
ゐ
る
 
ば
か
り
で
な
く
、
 

そ
の
 
事
件
 
を
 單
獨
に
 
放
し
て
 
見
て
も
，
 
そ
こ
に
 
質
的
な
^
:
 
s
 が
^
 
據
 立
て
ら
れ
ね
ば
 
な
ら
 

ぬ
。
 

• 

そ
，
 e
 な
ら
 
比
の
 
如
き
 
內
在
 
的
賈
値
 
は
 如
何
し
て
 
發
昆
 
さ
れ
る
 
だ
ら
 
う
。
 
こ
れ
 
を
發
 
見
す
 
る
 機
能
 
を
備
 
へ
た
 
も
の
 
は
 人
の
 
外
に
^
な
 

い
。
 
世
界
の
 
量
的
 
數
積
 
は
禽
 
獸
と
雖
 
も
こ
れ
 
を
 
感
知
し
 
意
識
す
 
る
。
 
然
し
 
內
在
 
的
價
 
値
に
 
至
っ
て
 
は
 人
 
を
^
っ
て
 
始
め
て
 
ほ
 
ゆ
さ
れ
 

る
。
 
世
界
の
 
實
在
は
 
人
に
 
よ
っ
て
 
創
造
さ
れ
 
建
立
さ
れ
 
る
。
 

人
 
は
 世
界
の
 
上
に
 
起
っ
た
 
事
件
 
卽
ち
 
世
界
史
 
を
 
通
じ
て
、
 
こ 

i 
に
、
 
こ
の
 
地
の
 
上
に
 
樂
圃
^
 
か
う
 
と
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
 

^
へ
 
W
 人
 

間
 生
活
の
 
最
終
が
 
虚
無
的
な
 
も
の
で
 
あ
れ
、
 
悲
觀
 
的
な
 
も
の
で
 
あ
れ
、
 

さ
う
 
思
 
ふ
 人
達
 
は
、
 
さ
う
 
思
 ふ
 彼
等
の
 
理
想
に
ま
で
 
卞
界
の
 

動
向
 
を
 導
い
て
 
行
か
う
 
と
し
、
 

又
 導
か
れ
つ
 

\ 
あ
る
 
も
の
と
 
說
 明
し
ょ
う
 
と
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
こ
、
 
に
 於
て
^
 
で
も
お
 
付
く
^
く
 

世
界
の
 
實
在
性
 
は
 人
 
々
各
 

i 
の
 自
己
と
 
云
 
ふ
 尺
度
に
 
合
せ
て
 
造
り
 
上
げ
ら
れ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 

C 
己
と
^
 
界
 
 

.-- ノ 
ゴ 



^
^
武
^
 

仝
^
 
 

^
 
 

^ 
 ̂
 
 

コー
. 

2
、
 

世
界
 

力
 

一
人
の
 

人
 

を
 

創
る
。
 

而
 

し
て
 

そ
の
 

人
 

は
 

自
己
 

を
 

通
じ
て
 

世
界
 

を
 

創
る
。
 

結
局
 

歷
史
 

と
い
 

ふ
 

も
の
 

卽
ち
 

世
界
の
 

價
 

値
判
斷
 

5
 

る も
の
 は、 

自
己
が
 世
界
に
ま
で
 擴
 張
す
 る
の
に
 外

な

ら

ぬ

。

 

 ： 

歷
秦
 

と
い
 

ふ
 

も
の
が
 

あ
る
で
 

は
な
い
 

か
、
 

S
 

者
と
 

い
ふ
 

も
の
が
 

あ
る
で
 

は
な
い
 

勺
 

世
界
の
 

價
 

値
判
斷
 

は
か
う
 

云
 

ふ
 

人
？
 

平
 

無
私
な
 

科
擧
 

的
 

研
究
の
 

結
果
に
 

よ
っ
て
 

成
就
す
 

る
 

も
の
で
あ
っ
て
、
 

歷
史
に
對
 

し
て
 

何
等
の
 

I
 

難
 

も
な
い
 

民
衆
の
 

自
己
 

は
 

結
局
 

世
 

界
の
實
 

在
 

性
 

を
 

左
右
す
べ
き
 

何
等
つ
 

の
 

力
に
 

も
な
る
 

事
 

は
 

出
来
ぬ
。
 

か
う
 

或
る
人
 

は
 

主
張
す
 

る
か
 

も
 

知
れ
な
い
 

C 
そ
れ
 

は
 

そ
の
 

人
が
 

世
 

界
の
 

事
件
に
 

對
 

し
て
 

全
く
 

考
察
 

を
 

費
や
さ
な
い
 

間
は
眞
 

だ
と
 

云
へ
 

る
、
 

然
し
 

そ
の
 

人
が
 

歷
 

史
家
な
 

り
哲
墨
 

者
な
 

り
に
 

嘖
 

つ
て
 

價
直
的
 

に
 

見
た
 

世
界
 

を
 

知
ら
う
 

と
 

企
て
る
な
ら
、
 

そ
の
 

企
て
た
 

1
 

間
に
 

そ
の
 

人
 

は
も
う
 

世
界
の
 

價
値
判
 

f
-
 

新
た
に
 

企
て
ぶ
 

る
 

f
 

知
ら
 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
 

如
何
に
 

盲
從
 

的
な
 

人
で
 

も
、
 

あ
る
 

歷
 

史
家
な
 

り
哲
舉
 

者
な
 

り
の
 

所
說
 

を
、
 

そ
の
 

ま
 

X 
變
易
 

す
る
 

事
な
 

く 
受
け
入
れ
よ
 

う
と
す
 

る
 

事
 

は
し
な
い
 

だ
ら
 

う
。
 

假
 

り
に
 

變
 

易
す
 

暴
な
 

く 
受
け
入
れ
よ
う
と
 

し
て
も
、
 

？
に
 

異
な
っ
た
 

義
は
肉
 

f
 

そ
の
 

八丄
 

て
 

を
 

不
可
能
な
 

も
 

Q
 

に
し
て
 

し
ま
 

ふ
だ
ら
 

う
。
 

だ
か
ら
 

ど
れ
 

程
 

素
朴
な
 

自
己
で
 

あ
っ
て
も
、
 

自
己
が
 

あ
る
 

以
上
 

は
、
 

世
界
 

は
 

そ
の
 

人
 

の
 

手
に
 

よ
っ
て
 

新
た
に
 

創
造
さ
れ
 

て
ゐ
 

る
の
 

だ
 

C 

だ
か
ら
 

私
は
斷
 

言
す
 

る
。
 

自
己
の
 

な
い
 

所
に
 

は
 

世
界
 

は
な
い
。
 

民
衆
の
 

意
識
に
 

共
通
し
て
 

少
し
の
"
 

出
 

M
 

も
な
い
 

世
界
 

は
 

一
 

つ
も
な
 

い
 

世
界
 

を
 

i
 

造
す
 

る
 

も
の
 

\
單
 

位
で
 

あ
り
 

同
時
に
 

總
和
 

で
あ
る
 

も
の
 

は
 

自
己
 

だ
。
 

だ
か
ら
 

世
界
が
 

美
し
い
 

も
の
と
 

な
る
 

爲
 

め
に
 

は
 

自
己
が
 

美
し
く
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

世
界
が
 

善
い
 

も
の
と
 

な
る
 

爲
 

め
に
 

は
 

自
己
が
 

善
い
 

も
の
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
-
 

世
界
が
 

價
 

値
を
增
 

進
し
て
 

行
く
 

爲
 

め
に
 

は
、
 

自
己
の
 

價
 

値
が
 

增
 

進
し
 

つ
 

\ 
あ
ら
ね
ば
 

な
ら
 

ュ。
 

こ
 

の
 

明
白
な
事
 

實
は
 

然
し
 

餘
 

り
に
 

多
く
 

忘
ら
れ
て
 

は
ゐ
 

な
い
だ
ら
 

う
か
。
 

私
達
 

は
 

時
に
 

皇
と
 

世
界
と
の
 

因
果
 

的
 

一
 

致
 

を
無
 

視
 

し
て
 

世
界
に
！
！
 

ま
う
 

と
し
て
 

ゐ
る
。
 

自
己
の
 

喜
び
 

I
f
 

暴
な
 

し
に
 

世
界
 

の
 

害
び
 

を
 

云
 

ひ
.
 

肉
 

己
の
 

痛
み
 

を
感
 

す
る
 

事
な
 

し
に
 

世
、
 

界
の
 

痛
み
 

を
 

云
っ
て
 

ゐ
 

る
。
 

そ
の
 

時
の
 

私
達
に
 

取
っ
て
 

は
 

世
界
 

は
 

一
 

つ
の
 

見
 



世
 物
 
こ
し
 
か
 過
ぎ
な
い
。
 
世
界
が
 
成
功
し
 
よ
う
が
 
失
收
 
し
ょ
う
が
、
 

そ
れ
 
は
 自
己
と
 
何
ん
 
の
 交
渉
 
も
な
い
^
 
お
な
 
现
 ̂
た
と
 
私
達
け
 

思
っ
て
 
ゐ
る
。
 
而
 し
て
 
勝
手
 
氣
 儘
な
 
放
言
 
を
 
世
界
の
 
顔
に
 
投
げ
つ
 
け
て
 
ゐ
る
。
 
こ
ん
な
 
種
類
の
 
放
言
 
を
、
 
私
 逢
 は
 社
會
^
 
各
方
.
^
 
に
 

れ
义
：
 
て
 平
 氣
で
ゐ
 
る
 場
合
が
 
よ
く
 
あ
り
 
は
し
な
い
 
か
。
 
こ
れ
 
は
 然
し
 
そ
の
 
無
知
と
 
い
ふ
 
點
に
 
於
て
 
ま
だ
 
恕
 す
べ
 
き
 所
が
 
あ
る
。
 
^
も
 

醜
い
 
事
 は
 自
己
の
 
陋
劣
な
 
1
 か
れ
な
い
 
姿
 を
 
以
て
 
臆
面
も
な
く
 
世
界
 
觀
を
 
作
ら
う
 
と
す
る
 
事
 だ
。
 
私
達
 
は
^
-
の
 
行
 は
や
 
H
 
的
 
や
 を
 

自
分
つ
 
ラ
^
 
や
 目
的
 
や
に
 
引
き
下
げ
る
。
 
^
達
の
 
創
造
す
 
る
 
世
界
 
は
、
 
食
 1  一一 C と

 陰
謀
と
 
を
 事
と
 
す
る
 
殺
人
お
 
の
 世
^
ん
。
 
义
ネ
 
益
と
 

物
質
的
 
充
^
と
の
 
外
に
 
眼
の
 
な
い
 
大
食
 
者
の
 
世
界
 
だ
。
 
偉
大
な
 
政
治
家
の
 
計
畫
も
 
私
達
に
 
は
 譎
詐
と
 
よ
り
 
映
 じ
な
い
。
 
終
 ̂
ル
^
の
 

變
化
 
に
よ
っ
て
 
自
覺
 
し
た
 
勞
働
 
者
の
 
運
動
 
も
 
私
達
に
 
は
 賤
民
の
 
亂
暴
 
と
よ
り
 
映
 じ
な
い
。
 
凡
て
の
 
尊
い
 
努
力
 
は
 假
^
に
 
装
 は
れ
た
 
化
 

盗
の
 
外
で
 
は
な
い
。
 
私
達
の
 
心
に
 
は
 無
機
 
的
な
 
數
 量
の
 
大
小
の
 
み
が
 
問
題
と
 
な. リ 

た
が
る
。
 
私
達
が
 
若
し
 
C
 分
か
ら
 
進
ん
で
 
世
界
の
 

改
善
 
を
 主
張
す
 
る
 
や
う
な
 
事
が
 
あ
れ
ば
、
 
そ
れ
 
は
 他
の
 
凡
て
の
 
人
が
 
す
る
と
 
私
達
が
 
思
 
ひ
 込
ん
で
 
ゐ
る
 
や
う
に
、
 
そ
れ
 
を
 以
て
^
 
界
 

の
 耳
目
 
を
が
 g
 せ
ん
 
爲
め
 
で
あ
る
。
 
私
達
 
は
 如
何
に
 
多
く
 
こ
の
種
の
 
世
界
 
觀
 
に
よ
っ
て
.
 
ま
 
己
の
 
努
力
 
を
^
し
 
ま
う
 
と
し
て
 
ゐ
る
.
 た
ら
 

し
か
も
 
私
達
 
は
 良
心
の
 
呵
責
な
 
し
に
 
(
本
當
 
は
 呵
責
な
 
し
に
で
 
は
な
く
)
、
 
か
く
 
世
界
 
を
觀
る
 
は
め
に
、
 
私
^
と
 
し
て
 
ホ
^
 
だ
と
す
 
る
 

理
由
 
を
 持
っ
て
 
ゐ
る
 

C 
そ
れ
 
は
 人
類
 
進
化
の
 
中
道
に
 
あ
っ
て
 
は
、
 
譎
詐
 
も
 
亦
 選
ば
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
方
法
 
だ
と
^
っ
て
 
ゐ
る
ポ
 
だ
 

^
し
 

て
 私
達
 
は
强
 
ひ
て
 
醜
い
 
自
己
の
 
窮
地
に
 
安
ん
じ
、
 

そ
の
 
醜
い
 
投
影
 
を
 
世
界
の
 
上
に
 
投
げ
 
か
け
て
 
ゐ
る
。
 

し
か
も
 
更
に
 
悪
い
 
事
 は
、
 
自
己
に
 
對
 し
て
 
は
 精
進
 
を
 怠
ら
.
 な
い
 
私
達
 
さ
へ
 
が
，
 
こ
の
 
權
媒
 
術
数
の
 
捧
锊
ぷ
 
た
ら
ん
 
と
す
る
 
4
 
で
あ
 

る
。
 
私
達
 
は
 世
界
の
 
進
 運
に
 
資
せ
ん
 
が
爲
 
め
に
 
は
 自
己
 
を
 殺
す
 
事
 を
 
あ
る
べ
き
 
義
務
 
だ
と
 
思
 は
せ
ら
れ
 
て
ゐ
 
る
の
 
だ
 
私
^
」
 
n
〜
 

進
ん
で
 
！
 
苦
し
み
な
が
ら
 
！
 
自
己
 
を
 欺
瞞
の
 
世
界
の
 
犧
牲
 
と
し
ょ
う
 
と
し
て
 
ゐ
る
。
 

私
達
 
は
ど
う
し
て
も
 
か
 
X 
る
 病
的
な
 
境
界
か
ら
 
脫
 し
て
 
來
 な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
。
 
私
逹
は
 
n
 分
の
 
n
 
己
が
 
そ
の
 
ま
」
，
 
界
 
で
あ
る
 

自
己
と
 
世
界
 
 

一 ラメ
.
^
 



有
 

鳥
 

武
郎
仝
 

集
 

^
五
 
卷
 
 

三.
 

J、
v 

の
 

を
 

忘
れ
て
 

は
な
ら
な
い
。
 

自
己
の
 

あ
り
 

得
る
 

以
下
に
 

自
己
 

を
踣
 

み
に
 

じ
る
 

も
の
 

は
、
 

そ
れ
だ
け
 

世
界
 

を
墮
 

落
さ
せ
て
 

ゐ
 

る
の
，
 

c。
 

何
故
 

私
達
 

は
か
 

&
る
墮
 

落
 

を
し
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
 

境
遇
か
ら
 

自
己
 

を
 

救
 

ひ
 

出
し
、
 

從
 

つ
て
 

世
界
 

を
 

救
 

ひ
 

出
さ
う
 

と
 

は
し
な
い
 

の
か
。
 

私
達
 

は
ま
た
 

自
己
が
 

陋
劣
で
 

あ
る
が
 

爲
 

め
に
 

陋
劣
な
 

世
界
 

觀
 

を
紘
ら
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

場
合
^
 

深
く
 

考
 

へ
て
 

見
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

自
 

己
の
お
 

劣
 

を
 

そ
の
 

ま
 

\ 
に
し
て
お
く
 

結
果
、
 

陋
劣
.
 

な
 

世
界
 

觀
に
 

到
着
す
 

る
よ
り
、
 

何
故
 

陋
劣
な
 

自
己
 

を
 

反
省
し
 

改
善
す
 

る
 

事
に
 

努
め
 

な
い
 

の
 

だ
ら
 

う
。
 

人
間
 

は
 

生
き
る
 

間
 

は
 

生
き
る
、
 

卽
ち
 

生
き
る
 

間
 

は
い
つ
 

で
も
 

變
る
 

事
が
 

出
来
る
。
 

過
去
の
 

失
敗
の
 

爲
 

め
に
、
 

現
在
 

に
、
 

及
び
 

未
來
の
 

自
己
に
 

結
 

望
す
べ
き
 

謂
れ
 

は
な
い
。
 

出
 

發
點
は
 

如
何
な
る
 

瞬
間
に
 

も
 

捕
 

へ
ら
る
べ
く
 

私
達
の
 

眼
 

0
 

前
に
 

あ
る
。
 

妇
 

何
な
る
 

過
去
 

を
 

持
つ
 

に
も
せ
 

よ
、
 

私
達
 

は
 

生
き
な
が
ら
 

亡
骸
と
 

な
っ
て
 

し
ま
っ
て
 

は
な
ら
な
い
。
 

起
き
 

上
る
 

人
が
 

あ
つ
.
 

た
 

所
に
 

私
達
 

は
 

喜
ん
で
 

そ
の
 

人
 

を
 

認
め
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

そ
の
 

人
の
 

發
 

心
し
た
 

®
 

間
に
お
 

互
 

は
 

互
に
！
，
 

れ
合
 

は
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

だ
か
 

ら
 

過
去
 

は
ど
う
で
 

あ
れ
、
 

又
 

他
の
 

人
達
 

は
 

何
と
で
 

も
 

云
へ
、
 

私
達
 

は
喑
ぃ
 

過
去
か
ら
 

拔
け
 

出
し
て
 

明
る
い
 

自
己
 

を
 

見
出
さ
な
け
れ
ば
 

た
ら
な
い
 

ひ
が
ん
で
 

物
に
 

對
 

す
る
 

い
ぢ
け
 

た
 

心
か
ら
 

先
づ
 

自
己
 

を
 

救
 

ひ
 

出
さ
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

そ
の
 

時
に
 

世
界
 

は
 

飛
躍
的
に
 

變
 

化
す
る
 

の
 

だ
。
 

而
 

し
て
よ
 

く
な
る
 

の
 

だ
。
 

私
 

は
 

自
己
と
 

世
界
と
 

に
對
 

す
る
 

か
う
 

い
ふ
 

立
場
か
ら
 

今
世
界
に
 

荒
れ
す
 

さ
ん
で
 

ゐ
る
 

悲
慘
な
 

戰
爭
を
 

眺
め
よ
う
 

と
す
る
。
 

こ
の
 

戰
 

爭
に
對
 

し
て
，
 

Q
 

が
 

國
の
當
 

事
 

者
が
 

取
っ
て
 

ゐ
る
 

意
見
 

方
針
と
 

い
ふ
 

や
う
な
 

者
 

を
 

考
察
し
て
 

見
る
。
 

そ
こ
に
 

何
等
か
 

世
界
の
 

未
来
に
，
 

す
る
 

大
き
な
 

希
^
が
 

動
い
て
 

ゐ
る
 

だ
ら
 

う
か
。
 

量
的
の
 

觀
察
 

の
み
で
 

今
の
 

世
界
が
 

節
ら
 

れ
て
ゐ
 

る
 

事
 

は
な
い
だ
ら
 

う
か
。
 

小
 

兒
の
ゃ
 

う
な
 

獰
 

放
さ
れ
た
 

暖
か
い
 

心
で
 

未
來
を
 

夢
み
 

る
 

も
の
が
 

餘
 

り
に
 

少
く
は
 

な
い
だ
ら
 

う
か
。
 

偶
 

M 
獨
 

逸
が
 

日
本
の
 

敵
に
 

な
 

1.
 

は
、
 

獨
逸
 

が
 

あ
 

X 
な
っ
て
 

行
っ
た
 

內
部
 

的
の
 

要
求
ま
で
 

も
 

度
外
視
し
 

て
た
，
，
 

一
 

圆
に
 

敵
懷
の
 

心
に
 

|
 

り
、
 

露
 

西
亞
の
 

帝
政
が
 

分
散
し
た
 

と
 

云
へ
 

ば
 

而
 

し
て
 

そ
の
後
に
 

行
 

は
れ
つ
、
 

あ
る
 

大
規
模
な
 

社
會
 

革
命
の
 

試
み
が
 

つ
ま
 

づ
き
 

勝
ち
 

だ
と
 

云
へ
ば
、
 

す
ぐ
 

彼
等
の
 

主
張
す
 

る
 

主
 

義
の
 

無
價
値
 

を
哂
は
 

う
と
し
、
 

米
 

國
の
舆
 

論
が
 

世
界
の
 

人
道
と
 

平
和
の
 

爲
 

め
に
 

干
戈
 

を
 

執
る
 

の
 

だ
と
 

專
 

へ
ら
れ
 

X 
ば
、
 

そ
、
 

ル
 

ま
 

直
ち
 



に
 米
 國
が
僞
 
善
の
 
假：. s

 の
 下
に
 
自
家
の
 
勢
力
 
を
 
扶
植
す
 
る
爲
 
め
だ
と
 
罵
り
、
 
而
 し
て
 
自
分
自
身
 
は
と
 
云
 
へ
ば
 
幾
つ
 
も
の
 
假
面
を
 
人
 
一 

倍
に
 
用
意
し
て
 
ゐ
て
、
 
交
る
，
^
 
見
え
透
い
た
 
被
り
 
か
た
 
を
し
て
，
 
自
國
 
民
に
 
す
ら
 
眉
 を
 «
■
 め
し
め
 
る
。
 
こ
れ
 
が
^
し
て
 
世
界
 
を
改
 

造
す
べ
き
 
自
己
の
 
氣
魄
 
と
い
 
ふ
 事
が
 
出
來
 
よ
う
か
。
 

先
づ
 
自
分
 
自
ら
 
を
 偽
ら
ざ
る
 
gJJJ 

に
 歸
れ
。
 
こ
れ
が
 
爲
 
め
に
 
は
 
一
 國
 
一
家
の
 
運
命
 
も
亦
堵
 
す
べ
し
。
 
か
、
 

る，：：： 己
の
 
態
^
の
 
上
に
 

の
み
、
 
た
^
そ
の
 
上
に
 
の
み
、
 
世
界
 
は
 力
 
を
 受
け
て
 
新
た
に
 
若
々
 
し
く
 
生
ま
れ
 
出
る
 
だ
ら
 
う
。
 

ん
 

一 
レ 

.4- 
七；； J 

卜 
"A 

日 

九
 

一 
八
 

年
 

八
月
、
 

「
新
 

小
說
 

1 所
^
 

c 
已
と
 
世
界
 
 

一一： 六
 九
 



有
島
武
 

郎
仝
蕖
 

笫：
. 

A 
卷
 
 

三
 

七
 

〇
 

讀
 

者
 

に
 

私
が
 

中
央
 

公
論
に
 

「
武
者
 

小
路
 

兄
へ
」
 

と
 

云
 

ふ
 

短
い
 

公
開
 

狀
を
 

書
い
た
 

に
つ
い
て
 

武
者
 

君
に
 

そ
の
 

事
 

を
 

一
寸
お
 

知
ら
せ
し
て
 

お
い
 

た
處
 

が
、
 

葉
書
で
 

返
事
が
 

來
て
、
 

厚
意
 

は
 

喜
ぶ
 

が
、
 

自
分
の
 

事
業
 

は
 

育
っ
て
 

行
く
 

と
 

思
っ
て
 

ゐ
る
、
 

今
 

は
 

畑
に
 

出
て
 

農
事
の
 

稽
古
 

を
 

し
て
 

ゐ
る
 

と
い
 

ふ
や
う
な
 

事
が
 

書
い
て
 

あ
っ
た
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

葉
書
に
 

對
 

し
て
 

聊
か
の
 

不
快
 

を
 

も
 

感
じ
な
か
っ
た
。
 

の
み
な
ら
 

す
 

君
が
 

自
 

分
の
 

仕
事
の
 

成
否
に
 

對
 

し
て
も
 

樂
觀
 

的
な
 

立
場
に
 

あ
り
 

得
る
 

の
 

を
 

私
は
氣
 

持
よ
 

く
 

思
っ
た
 

位
だ
っ
た
。
 

さ
う
 

し
た
ら
 

白
樺
の
 

八
月
 

號
の
 

六
號
 

欄
に
 

武
者
 

君
の
 

私
に
 

(
私
の
 

論
文
に
 

對
 

す
る
と
 

云
 

ふ
よ
り
も
)
 

對
 

す
る
 

意
見
が
 

出
て
 

ゐ
た
。
 

始
め
の
 

葉
書
と
 

そ
の
 

文
と
の
 

調
子
に
 

非
常
な
 

相
違
が
 

あ
る
と
 

思
っ
た
 

の
で
 

私
 

は
 

變
な
氣
 

持
が
 

し
た
。
 

「
武
郞
 

さ
ん
に
 

何
 

か
 

云
 

は
れ
て
 

： 
：
 
 

うぬ ぼ 

確
信
が
 

爪
の
 

あ
か
 

程
で
 

も
 

動
く
 

と
，
 

武
郞
 

さ
ん
が
 

本
 

當
に
思
 

ひ
 

込
ん
で
 

ゐ
 

る
な
ら
 

ば
、
 

そ
れ
 

は
 

少
し
 

自
惚
れ
す
 

ぎ
て
 

ゐ
る
氣
 

が
す
る
 

云
々
」
 

と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

句
 

は
、
 

意
見
の
 

相
違
 

は
 

兎
に
角
、
 

厚
意
 

を
 

持
ち
 

合
っ
て
 

ゐ
る
 

人
の
 

間
に
 

取
り
 

交
 

は
さ
る
べ
き
 

言
葉
と
 

は
 

私
に
 

は
 

思
へ
 

な
か
っ
た
。
 

で
、
 

そ
れ
 

を
 

確
め
 

る
爲
 

め
に
 

手
 

羝
で
問
 

ひ
 

合
せ
た
。
 

武
者
 

君
 

は
す
ぐ
 

返
事
 

を
し
て
 

下
さ
っ
た
。
 

そ
れ
 

は
 

葉
書
だ
っ
た
。
 

「
御
手
 

紙
拜
 

見
し
 

ま
し
た
。
 

あ
ん
な
 

こ
と
 

は
 

書
く
 

氣
は
 

な
か
っ
た
 

の
で
す
 

が
、
 

私
達
の
 

仲
間
 

(
新
し
き
 

村
)
 

の
 

も
の
が
 

他
の
 

人
の
 

は
 

何
 

と
い
っ
て
も
 

氣
 

に
し
ま
せ
ん
 

が
、
 

あ
な
た
の
 

一 1ー
 

一口
 

葉
 

だ
け
 

は
 

可
な
 

り
氣
 

に
し
た
 

も
の
が
 

あ
り
ま
し
 

た
の
で
、
 

喜
ん
だ
 

人
 

も
 

あ
り
ま
し
 

た
が
、
 

あ
な
た
と
 

僕
と
の
 

考
 

へ
の
ち
 

が
 

ひ
だ
け
 

を
 

は
つ
 

切
り
し
た
 

く
 

思
っ
た
 

の
で
す
 

が
、
 

手
元
に
 

中
央
 

公
論
が
な
か
っ
た
 

の
で
、
 

か
い
て
 

ゐ
る
內
 

に
あ
ん
 

な
に
な
 

つ
た
の
で
 

す
。
 

か
く
 

前
に
も
う
 

一 
度
讀
 

み
な
 

ほ
さ
な
か
っ
た
 

こ
と
 

は
氣
 

に
な
っ
て
 

ゐ
 

ま
し
た
。
」
 

そ
の
 
翌
日
す
 
ぐ
 
手
紙
が
 
來
た
。
 



【
昨
 曰
 
ハ
ガ
キ
 
を
 出
し
 
ま
し
た
が
、
 
書
き
方
が
 
少
し
 
氣
に
 
入
り
ま
せ
ん
 
か
ら
、
 
あ
ら
た
め
て
 
手
紙
 
を
 書
き
ま
す
。
 

ポ
れ
ー
 
に
-
ぶ
ふ
お
 
に
 

し
ま
す
。
 
中
央
 
公
論
の
 
君
の
 
私
に
 
あ
て
た
 
も
の
 
は
 期
待
が
 
多
か
っ
た
 
せ
ゐ
 
か
、
 
僕
 は
 
よ
ん
だ
 
時
、
 
す
ぐ
 
不
服
だ
っ
た
 
の
で
す
。
 

で
 

す
か
ら
 
僕
 は
 君
へ
の
 
葉
書
に
 
も
 
『
御
 厚
意
 
は
 う
れ
し
く
 
思
 
ひ
ま
し
た
』
 

と
 
申
し
た
 
の
で
す
。
 
君
が
 
厚
意
 
を
 
も
っ
て
 
か
い
て
 
下
さ
つ
 

た
 事
 は
 否
 定
出
來
 
ま
せ
ん
で
 
し
た
か
ら
。
 
『
は
』
 
と
 
云
 ふ
 文
句
 
は
 
少
し
 
反
語
が
 
ふ
く
ま
れ
て
 
ゐ
 た
の
で
す
。
 

…
…
 
^
は
^
 
<n に

か
く
 

の
が
い
 
や
だ
っ
た
 
の
で
す
。
 
し
か
し
 
僕
の
 
友
達
 
や
 仲
間
 
は
 
二
三
の
 
例
外
 
を
 除
い
て
、
 
皆
^
の
 
か
き
 
方
に
 
不
服
 
を
 
持
っ
て
 
ゐ
 
ま
し
た
。
 

し
か
し
 
僕
と
 
君
と
の
 
關
係
 
を
よ
 
く
 
知
ら
な
い
 
も
の
 
は
、
 
君
の
 
曾
 葉
 を
 過
重
し
、
 
僕
が
 
お
と
 
问
意
兌
 
で
 今
度
の
 
こ
と
 
を
 始
め
た
 
や
う
 

に
と
 
つ
た
ら
 
し
い
 
人
が
 
あ
り
ま
し
た
。
 
そ
れ
さ
へ
 
な
け
れ
ば
 
君
が
、
 
先
輦
 
ら
し
い
 
辯
 護
の
 
仕
方
 
を
 
さ
れ
て
も
、
 

僕
に
-
 
ム
 は
な
く
 
つ
 

て
 も
よ
 
さ
 

\ 
う
な
 
こ
と
 
を
 
云
 は
れ
て
も
、
 
僕
は
默
 
つ
て
 
ゐ
る
 
精
り
 
で
し
た
。
 
そ
し
て
^
の
 
僕
に
 
對
 す
る
 
厚
 意
.
 た
け
を
 
誇
^
し
た
 
く
 

思
っ
て
 
た
の
で
す
。
 

し
か
し
 
そ
れ
 
は
 許
し
て
 
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

僕
の
 
不
服
 
は
 僕
と
 
云
 ふ
 人
間
に
 
對
 し
て
 
君
 は
 
一
 言
 も
 
信
頓
を
 
示
さ
す
、
 
僕
の
 
す
る
 
仕
事
 
を
た
^
-
仕
事
 
と
し
て
の
 
み
^
め
て
、
 

- 
般
 

の
 場
合
と
 
し
て
、
 
文
士
の
 
仕
事
と
 
し
て
 
尊
敬
し
て
 
く
れ
た
 
事
で
す
。
 
僕
 は
 文
士
と
 
し
て
 
今
度
の
 
事
 を
 始
め
た
 
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

僕
 
は
 今
度
の
 
事
が
 
出
来
な
い
で
 
文
士
の
 
な
か
に
 
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
 

ゐ
 た
と
 
云
 ふ
 方
が
 
本
當
の
 
人
間
で
す
。
 
伎
に
 

•：. ポ敎
 
的
^
 

が
 あ
る
 

こ
と
 
は
 君
 も
 
認
め
て
 
ゐ
て
 
下
さ
っ
た
 
は
す
と
 
思
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 

君
に
 
と
っ
て
 
は
 意
表
 
外
の
 
こ
と
だ
っ
た
 
こ
と
 
を
ば
 
苦
し
く
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

が
 僕
に
 
取
っ
て
も
 
意
表
 
外
で
し
た
。
 

：！： 時
に
 
矢
^
り
^
 

だ
と
 
思
 
ひ
ま
し
た
。
 
僕
 も
 
わ
ざ
-
.
 (\ 

あ
ん
な
 
風
に
 
も
の
 
を
 
云
 は
な
く
 
つ
て
も
 
よ
か
っ
た
 
や
う
に
 
思
 
ひ
ま
す
 
が
、
 
か
け
ば
 
あ
す
こ
 
ま
 

で
 云
 は
な
い
 
と
氣
 
が
す
ま
な
か
っ
た
 
の
で
す
。
 
僕
 は
 
『
君
に
 
何
 か
 云
 は
れ
て
 
少
し
 
は
 僕
が
 
希
^
 
を
 失
 
ふ
や
う
 
に
^
っ
た
。
 

お
 

乂
 

一
 時
 的
に
 
失
 
ひ
か
け
 
た
。
 
反
っ
て
 
希
望
が
 
出
來
 
た
と
 
は
 
云
 
ひ
ま
し
た
 
が
、
 若
い
 
仲
間
に
』
 
向
っ
て
も
 
少
し
 
腹
が
立
っ
た
 
の
で
し
た
。
 

讀
 
者
に
 
 

七
 
1 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

七
 

二
 

そ
れ
さ
 

へ
 

な
け
れ
ば
 

書
き
 

は
し
ま
せ
ん
」
 

(
後
略
)
 

而
し
 

て
こ
の
 

手
紙
の
 

末
尾
に
 

「
私
の
 

六
號
 

に
つ
い
て
 

何
 

か
 

白
樺
の
 

六
號
 

に
か
い
て
 

下
さ
る
 

方
が
 

い
、
 

か
と
 

も
 

思
 

ひ
ま
す
、
 

僕
に
 

は
 

勿
論
よ
 

く
 

は
わ
 

か
り
ま
 

せ
ん
が
」
 

と
 

書
き
 

添
へ
 

て
あ
つ
た
。
 

然
し
 

こ
の
 

手
紙
の
 

方
が
 

白
樺
に
 

書
い
た
 

武
者
 

君
の
 

六
號
 

よ
り
 

遙
 

か
に
 

內
 

容
的
 

で
あ
る
と
 

思
 

ふ
か
ら
，
 

私
信
で
 

あ
る
が
 

私
 

は
こ
、
 

に
大
 

體
を
轉
 

載
し
た
 

の
 

だ
。
 

私
 

は
 

事
業
に
 

よ
っ
て
 

そ
の
 

成
就
 

を
先
づ
 

懸
念
し
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

事
業
と
、
 

成
否
 

は
 

第
 

一 
一
と
し
て
も
 

必
す
 

起
さ
な
け
れ
ば
 

な
ら
 

な
い
 

事
業
と
の
 

二
つ
が
 

あ
る
と
 

思
 

ふ
 

も
の
 

だ
。
 

而
 

し
て
 

中
央
 

公
論
で
 

發
 

表
し
た
 

や
う
に
 

武
者
 

君
の
 

事
業
 

は
 

そ
の
 

第
二
の
 

範
嚼
 

に
屬
す
 

る
 

事
業
 

だ
と
 

思
 

ふ
 

も
の
 

だ
。
 

所
が
 

或
る
 

會
 

合
で
 

私
 

は
 

武
者
 

君
の
 

企
圖
が
 

失
敗
す
 

る
に
 

き
ま
っ
て
 

ゐ
 

る
と
 

主
張
し
て
、
 

そ
れ
 

だ
か
ら
 

武
 

者
 

君
 

は
 

馬
鹿
な
 

眞
似
 

を
す
 

る
 

人
 

だ
と
 

そ
の
 

愚
 

を
 

憐
れ
む
 

や
う
に
 

云
 

ふ
 

人
 

を
 

見
た
。
 

私
 

は
 

そ
れ
に
 

對
 

し
て
 

反
感
 

を
 

感
じ
た
。
 

武
者
 

君
の
 

事
業
 

は
 

そ
の
 

成
否
に
 

よ
っ
て
 

判
斷
 

さ
る
べ
き
 

も
の
で
 

は
な
い
。
 

今
の
 

世
の
中
で
 

か
 

\ 
る
 

企
圖
が
 

一 
見
失
 

敗
に
 

終
る
 

の
 

は
 

寧
ろ
 

當
然
で
 

はじ 

そ
の
 

失
敗
が
 

精
み
 

重
な
っ
て
 

甫
 

め
て
 

最
後
の
 

牧
穫
が
 

得
ら
れ
る
 

の
 

だ
と
 

極
力
 

主
張
し
た
。
 

世
.
 

の
 

中
に
は
 

武
者
 

君
の
 

事
業
 

を
 

成
否
か
ら
 

の
み
 

判
斷
 

す
る
 

人
が
 

多
い
 

と
そ
の
 

時
 

氣
が
附
 

い
た
の
で
、
 

私
 

は
 

君
に
 

對
 

す
る
 

公
開
 

狀
の
 

形
で
 

あ
の
 

感
想
 

を
發
 

表
し
た
 

次
第
な
 

の
 

だ
。
 

武
者
 

君
 

は
 

そ
の
 

公
生
涯
の
 

始
め
か
ら
 

今
日
ま
で
 

一 
人
の
 

藝
術
 

家
と
 

し
て
 

立
っ
て
 

ゐ
た
。
 

君
 

は
 

そ
れ
 

を
 

恥
 

ぢ
て
は
 

居
ら
れ
な
 

い
と
 

思
 

ふ
。
 

然
し
 

今
の
 

や
う
な
 

生
活
の
 

狀
 

態
で
 

藝
 

術
に
 

從
事
 

す
る
 

事
 

は
 

傷
ま
し
 

い
 

事
 

だ
と
い
 

ふ
 

念
が
 

段
々
 

强
 

ま
っ
て
 

來
て
、
 

忍
び
 

切
れ
な
 

く
 

な
っ
た
 

結
果
 

今
日
の
 

ー
轉
歩
 

を
さ
れ
 

た
の
 

だ
と
 

思
 

ふ
。
 

さ
う
 

で
な
か
っ
た
ら
 

君
 

は
 

始
め
か
ら
 

こ
の
 

事
業
に
 

沒
 

頭
し
て
 

居
ら
れ
な
 

け
れ
 

ば
な
ら
 

ぬ
 

害
 

だ
。
 

私
が
 

藝
術
 

家
の
 

所
爲
 

と
し
て
 

君
の
 

事
業
 

を
考
 

へ
た
 

事
 

を
 

今
で
も
 

誤
っ
て
 

ゐ
 

る
と
 

は
 

思
 

ふ
 

事
が
 

出
來
 

な
い
。
 

武
者
 

君
と
 

い
ふ
 

人
間
に
 

對
 

し
て
 

僕
 

は
 

一 
ー百
 

も
 

費
や
さ
な
 

い
と
 

云
っ
て
 

居
ら
れ
る
 

が
、
 

僕
に
 

取
っ
て
 

は
 

あ
の
 

感
想
 

は
 

武
者
 

君
と
 

い
ふ
 

人
間
に
 

對
 

し
て
 

徹
如
徹
 

尾
 

云
っ
て
 

ゐ
る
 

積
り
 

だ
。
 

僕
に
 

は
 

武
者
 

君
と
 

藝
術
 

家
と
 

を
 

切
り
離
し
、
 

武
者
 

君
と
 

生
活
の
 

改
革
者
と
 

を
 

切
り
 

離
す
 
事
 は
 出
 米
な
い
。
 



武
者
^
 
は
 
T
 武
郞
 
さ
ん
に
 
何
 か
 首
 は
れ
て
 
確
信
が
 
爪
の
 
あ
か
 
程
で
 
も
 
動
く
 
と
武
郞
 
さ
ん
が
 
本
 當
に
思
 
ひ
こ
ん
で
 
ゐ
 
る
な
ら
 
ば
 そ
れ
 

は
 少
し
 
自
惚
れ
す
 
ぎ
て
 
ゐ
る
氣
 
が
す
る
」
 

と
 
云
っ
て
 
居
ら
れ
る
。
 
意
見
の
 
相
 遠
 を
 明
か
に
 
さ
れ
る
 
の
 は
お
 
持
の
 
い
 

だ
"
 
そ
れ
に
 

不
服
 
は
な
い
。
 
然
し
 
「
自
惚
れ
 
過
ぎ
る
」
 
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
fB 紫

 は
、
 
對
 者
の
 
人
格
 
を
而
 
し
て
 
氣
持
を
 
無
視
し
た
 

だ
と
 
私
 は
 思
っ
て
 

る
。
 
武
者
 
君
が
 
自
白
さ
れ
 
る
 
や
う
に
 
君
が
 
架
し
て
 
私
の
 
友
情
に
 
は
 或
る
 
信
賴
を
 
持
っ
て
 
居
ら
れ
る
な
ら
^
 
に
さ
る
べ
き
.
：
：
：
！
^
 
で
は
な
 

い
 箬
 だ
と
 
思
っ
て
 
ゐ
る
。
 

「
先
輩
ら
 
し
い
 
辯
 護
」
 
こ
の
 
言
葉
 
も
 
武
者
さ
ん
 
が
 受
け
取
っ
て
 
下
さ
る
な
ら
 
御
 返
却
し
た
い
。
 

私
に
 
は
 
そ
れ
が
 
不
快
に
 
然
く
。
 
思
想
 

を
 交
換
す
 
る
 饗
宴
に
 
於
て
も
 
戰
 場
に
 
於
て
も
 
先
輩
 
後
輩
 
は
な
い
。
 
强
 
ひ
て
 
武
者
 
君
が
 
こ
ん
な
 
表
現
と
 
心
 持
と
 
を
 保
^
さ
れ
る
 
と
な
ら
，
 

私
 は
 君
が
 
私
に
 
對
 し
て
 
惡
意
を
 
持
つ
 
も
の
と
 
信
ぜ
ざ
る
 
を
 得
な
い
。
 

武
者
 
君
の
 
首
 葉
に
 
よ
れ
ば
、
 
私
の
 
意
見
と
 
武
者
 
君
の
 
そ
れ
と
 
は
 同
じ
で
 
あ
る
と
 
信
じ
た
 
人
が
 
二
三
 
は
 あ
る
 
さ
う
 
だ
。
 
そ
れ
 
は
 武
^
:
 

君
に
 
取
っ
て
 
迷
惑
な
 
事
 だ
。
 
武
者
 
君
 は
 武
者
 
君
 だ
し
、
 
私
 は
 私
で
す
。
 
ど
う
か
 
こ
の
 
事
 を
 
混
同
し
て
 
武
^
れ
の
-
お
 
兑
ゃ
 
仕
^
 
を
^
 
r
 

事
が
な
い
 
や
う
に
 
し
て
 
下
さ
い
。
 
私
 は
^
に
 
こ
の
 
一
事
 
だ
け
 
を
 白
樺
の
 
み
な
ら
す
、
 

こ
の
；
 i_l の

讀
 
お
に
 
注
 怠
 
す
れ
ば
 
よ
か
っ
た
 
の
か
 

も
 
知
れ
な
い
。
 
然
し
 
武
者
 
君
の
 
態
度
と
 
私
の
 
態
度
 
を
 
少
し
 
說
 明
し
て
 
置
く
 
方
が
 
こ
の
場
合
 
更
に
 
便
利
 
だ
と
 
E 心
っ
た
 
か
ら
こ
ん
 
な
に
：
 

く. JjEI き
ま
し
た
。
 

(一 
九
 
一 八

 年
 九月、， 

C 梯
ー
及
 「
新
し
き
 村
」
 所
 救) 

睛
 

者
 
に
 
 

n: 七
三
 



冇
烏
 

武
郞
 

仝
集
笫
 

五
卷
 
 

三
 

七
 

四
 

運
命
と
 

人
 

鲁 

運
命
 

は
 

現
象
 

を
 

支
配
す
 

る
、
 

丁
度
 

物
 

體
が
影
 

を
 

支
配
す
 

る
 

や
う
に
。
 

現
象
に
 

よ
っ
て
 

暗
示
さ
れ
 

る
 

運
命
の
 

目
論
見
 

は
 

「
死
」
 

だ
。
 

何
と
 

な
れ
ば
 

あ
ら
ゆ
る
 

現
象
の
 

窮
極
す
 

る
 

所
 

は
 

死
滅
 

だ
か
ら
で
 

あ
る
。
 

我
等
の
 

世
界
に
 

於
て
 

物
と
 

物
と
 

は
 

安
定
 

を
^
:
 

て
ゐ
 

な
い
。
 

而
 

し
て
 

安
定
 

を
 

得
る
 

た
め
の
 

道
程
に
 

あ
っ
て
 

物
と
 

物
と
 

は
 

能
^
し
て
 

ゐ
 

る
。
 

我
等
が
 

エ
ネ
 

ル
ギ
 

I 
と
稱
 

す
る
 

も
の
 

は
 

そ
の
 

結
 

菜
と
 

し
て
 

生
じ
て
 

來
る
 

U 
而
 

し
て
 

H 
ネ
ル
 

ギ
 

ー 
が
 

働
い
て
 

ゐ
る
^
 

我
等
の
 

間
に
 

は
 

生
命
が
 

嚴
存
 

す
る
。
 

然
し
な
が
ら
 

安
定
 

を
 

求
め
て
 

安
定
の
 

方
に
 

進
み
つ
 

k 
あ
る
 

現
象
が
 

遂
に
 

最
後
の
 

安
定
に
 

達
し
 

得
た
 

時
に
は
，
 

エ
ネ
 

ル
ギ
 

I 
は
 

存
在
 

す
る
と
し
て
も
 

働
か
な
く
な
る
。
 

そ
れ
 

は
 

丁
度
 

1
 

陣
の
 

風
に
 

よ
っ
て
 

惹
き
 

起
さ
れ
た
.
^
 

の
ヒ
の
 

皮
が
、
 

互
 

こ 
相
 

剋
し
 

つ
、
 

結
局
 

鏡
の
 

や
う
な
 

波
の
 

な
い
 

水
面
 

を
 

造
り
 

出
す
 

に
 

至
る
 

の
と
 

同
樣
 

で
あ
る
。
 

そ
こ
に
 

は
 

石
の
 

や
う
に
 

獸
 

し
た
 

水
の
 

家
が
 

が
 

凝
然
と
し
て
 

澱
ん
で
 

ゐ
 

る
ば
 

か
り
だ
。
 

再
び
 

そ
れ
 

を
 

動
か
す
 

力
 

は
何
處
 

か
ら
 

も
 

働
い
て
 

は
來
 

な
い
。
 

生
氣
は
 

全
く
 

そ
の
 

水
か
ら
 

径
た
 

れ
 
て
し
 
ま
ふ
。
 

^
等
の
^
 

I 界
の
 

現
象
 

も
 

遂
に
 

は
こ
.
，
 

T 
に
 

落
ち
 

付
い
て
 

し
ま
 

ふ
だ
ら
 

う
。
 

そ
こ
に
 

は
 

「
生
」
 

は
 

杉
 

を
 

ひ
そ
め
て
 

た
 

1*
 

一
つ
 

3 
「
弋
 

死
」
 

が
 

あ
る
ば
 

か
り
だ
ら
 

う
。
 

そ
の
 

時
運
 

命
の
 

目
論
見
 

は
 

始
め
て
 

成
就
さ
れ
 

る
の
 

だ
。
 

こ
の
 

已
む
 

を
犸
 

ざ
る
 

結
論
 

を
 

我
等
 

は
 

如
何
し
て
も
 

承
認
し
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
。
 

〇 



我
等
 
「
人
」
 
は
 運
命
の
 
こ
の
 
目
論
見
 
を
 承
認
す
 
る
"
 
し
か
も
 
我
等
の
 
本
能
が
 
I
I
 
人
間
と
 
し
て
の
 
本
能
が
、
 
我
，
 
に
强
^
 

r 
ろ
 
も
 

の
 は
 
死
で
 
は
な
く
 
し
て
 
そ
の
 
反
對
の
 
生
で
 
あ
る
。
 

人
生
に
 
矛
盾
 
は
 多
い
。
 
そ
れ
が
 
或
る
時
 
は
 喜
劇
 
的
で
 
あ
り
、
 
或
る
時
 
は
悲
釗
 
的
で
 
あ
る
。
 
而
 し
て
 
我
等
が
、
 
歩
い
て
 
行
く
 
到
^
 
點
 

が
 死
で
 
あ
る
 
事
 を
 知
り
 
拔
 き
な
が
ら
、
 

な
ほ
 
力
 を
 
極
め
て
 
生
き
る
 
が
 上
に
 
も 
生
き
ん
 
と
す
る
 
矛
 ̂
ほ
ど
 
奇
^
な
 
恐
ろ
し
い
 
矛
 め
は
な
 

い
。
 
私
 は
 
そ
れ
 
を
 人
生
の
 
最
も
 
悲
劇
的
な
 
矛
盾
で
 
あ
る
と
 
云
 
は
う
。
 

o
 
 

：
 

我
等
 
は
 現
在
の
 
瞬
間
々
々
 

に
 於
て
 
本
當
に
 
生
き
る
 
も
の
 
だ
と
 
云
っ
て
 
ゐ
る
。
 

一
瞬
の
 
未
來
は
 
兎
に
角
、
 

一
瞬
の
 
現
在
 
は
^
く
と
 
も
 

生
の
 
領
域
 
だ
。
 
そ
こ
に
 
我
等
の
 
存
在
 
を
 意
識
し
て
 
ゐ
る
 
以
上
、
 
未
來
 
劫
の
 
後
に
 
來
 
べ
き
 
運
命
の
 
所
爲
を
 
細
^
す
 
る
 要
は
な
い
。
 

或
る
人
々
 
は
 云
 
ふ
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 

然
し
 
こ
れ
 
は
 結
局
 

一 種
の
 
ご
ま
か
し
で
 

一
 種
の
 
觀
念
論
 
だ
。
 

人
間
と
 
云
 は
す
、
 
生
物
が
 
地
上
 
生
活
 
を
 始
め
る
 
や
 否
や
、
 

一
と
し
て
 
死
に
 
脅
迫
さ
れ
 
な
い
 
も
の
 
は
な
い
。
 
我
等
の
 
11 に

醱
^
 
し
た
 

凡
て
の
 
哲
學
 
は
、
 
そ
れ
が
 
信
仰
の
 
形
式
 
を
 取
る
 
に
せ
よ
、
 
觀
 念
の
 
形
式
 
を
 
取
る
 
に
せ
よ
、
 
實
證
の
 
形
式
 
を
 取
る
 
に
せ
よ
、
 
凡
て
 
人
の
 

心
が
 
「
死
」
 
に
對
 
し
て
 
惹
き
 
起
し
た
 
反
應
 
に
過
ぎ
な
い
。
 

我
等
 
は
 我
等
が
 
意
識
す
 
る
 
以
上
に
 
本
能
の
 
ど
ん
底
か
ら
 
死
 を
 
恐
れ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 
運
命
の
 
我
等
 
を
 將
ゐ
て
 
行
か
う
 
と
す
ろ
 
所
に
、
 

必
死
な
 
尻
 ご
み
 
を
し
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 

運
命
と
 
入
 
 

三
 七
 W
 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

II
； 

七
 

六
 

あ
る
 

者
 

は
 

肉
體
の
 

死
滅
 

を
 

恐
れ
る
。
 

あ
る
 

者
 

は
 

事
業
の
 

死
滅
 

を
 

恐
れ
る
。
 

あ
る
 

者
 

は
 

個
性
の
 

死
滅
 

を
 

恐
れ
る
。
 

而
 

し
て
 

食
料
 

を
 

求
 

め
、
 

醫
藥
を
 

求
め
、
 

勞
 

役
し
、
 

奔
走
し
、
 

憎
み
 

且
つ
 

愛
す
る
。
 

人
間
の
 

生
活
と
 

は
 

畢
竟
 

水
に
 

溺
れ
て
 

一 
片
の
 

藁
に
 

す
が
ら
う
 

と
す
る
 

空
し
い
 

は
か
な
い
 

努
力
で
 

は
な
い
 

の
か
。
 

然
し
 

同
時
に
 

我
等
 

は
玆
に
 

不
思
議
な
 

一
 

つ
の
 

現
象
 

を
 

人
間
 

生
活
の
 

中
に
 

見
出
す
 

だ
ら
 

う
。
 

そ
れ
 

は
よ
り
 

多
く
 

死
 

を
 

恐
れ
る
 

人
 

を
，
 

よ
り
 

賢
明
な
、
 

よ
り
 

洞
察
の
 

銳
ぃ
、
 

よ
り
 

智
慧
の
 

深
い
 

人
の
 

間
に
 

見
出
す
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

だ
。
 

こ
れ
ら
の
 

人
 

は
 

運
命
の
 

目
論
見
 

を
 

常
人
よ
り
 

よ
り
ょ
く
 

理
解
し
 

得
る
 

人
 

だ
と
 

云
 

は
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

よ
り
ょ
く
 

理
解
す
 

る
 

以
上
 

は
 

運
命
に
 

對
 

し
て
よ
り
 

從
順
 

で
あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

害
 

だ
。
 

そ
こ
に
 

は
 

冷
 

靜
な
ス
 

ト
イ
 

カ
ル
な
 

諦
め
が
 

湧
い
て
 

來
 

ね
ば
な
ら
ぬ
 

喾
だ
。
 

而
 

し
て
 

所
謂
 

常
人
が
 

—
—
 

諦
め
る
 

だ
け
の
 

理
解
 

を
 

有
し
 

得
な
い
 

常
人
が
、
 

最
も
 

强
く
 

運
命
に
 

カ
强
ぃ
 

反
抗
 

を
 

企
て
な
け
れ
ば
 

な
ら
ぬ
 

害
 

だ
。
 

生
の
 

絡
 

對
權
を
 

主
張
せ
 

ぬ
ば
 

な
ら
ぬ
 

箬
だ
。
 

然
る
に
 

事
實
は
 

全
く
 

反
對
の
 

相
を
呈
 

し
て
 

ゐ
る
。
 

我
等
の
 

中
 

優
れ
た
 

も
の
 

程
 

—
—
 

運
命
の
 

企
て
 

を
 

知
り
 

祓
い
て
 

ゐ
 

る
と
 

思
 

は
れ
る
 

癖
に
 

—
 

死
に
 

打
ち
勝
た
ん
 

と
す
る
 

一
 

念
に
 

熱
中
し
て
 

ゐ
る
 

や
う
に
 

見
え
る
。
 

「
主
よ
、
 

死
の
 

杯
 

を
 

我
れ
 

よ
り
 

放
ち
 

給
へ
」
 

と
い
っ
た
 

基
督
の
 

1 
 

一一 口 葉
 

は
 

凡
て
の
 

優
れ
た
 

人
々
 

の
 

魂
の
 

號
叫
を
 

代
表
す
 

る
。
 

叫
 

苦
 

を
 

見
 



て
 永
生
 
へ
 の
 道
 を
 
思
 
ひ
 立
っ
た
 
釋
迦
は
 
凡
て
 
の
 思
慮
 
あ
る
 
人
々
 
の
 心
の
 
發
蜜
を
 
表
象
す
 
る
。
 
運
命
の
 
n
^
l
 
見
に
 
最
も
 
明
か
な
る
 
べ
き
 

彼
等
の
 
こ
の
 
態
度
 
を
 我
等
 
は
 痴
人
の
 
閑
 葛
藤
と
 
し
て
 

一
 笑
 
に
^
し
 
去
る
 
事
が
 
出
來
 
な
い
だ
ら
 
う
。
 

死
 
へ
 の
 諦
め
 
を
敎
 
へ
す
 
し
て
 
生
 
へ
 の
 精
進
 
を
敎
 
へ
た
 
彼
等
の
 
心
 を
 我
等
 
は
ど
う
 
考
 
へ
ね
ば
 
な
ら
ぬ
 
の
か
。
 

こ.， 
ま
で
 
來
て
 
我
等
 
は
、
 
假
 相
か
ら
 
も
 
一
 段
 深
く
 
潜
り
込
ん
で
 
見
ね
ば
 
な
ら
ぬ
。
 

私
 
は
 死
へ
の
 
諦
め
 
を
敎
 
へ
や
し
て
 
生
へ
の
 
精
進
と
 
云
っ
た
。
 
そ
れ
 
は
 然
し
 
本
當
 
は
さ
う
 
で
は
な
い
。
 
彼
等
の
 
最
後
の
^
 
齿
は
 
そ
の
 

徹
底
し
た
 
意
味
に
 
於
て
 
死
へ
の
 
諦
め
 
を
敎
 
へ
た
の
で
 
は
な
い
。
 

生
へ
の
 
諦
め
 
を
敎
 
へ
た
の
 
だ
。
 
^
へ
の
 
精
進
 
を
敎
 
へ
た
の
で
 
は
な
 

い
、
 
死
へ
の
 
精
進
 
を
敎
 
へ
た
の
 
だ
。
 
さ
う
 
私
 は
 云
 は
ね
ば
 
な
ら
な
か
っ
た
 

の
 だ
。
 

何
故
 
だ
 
e 

〇 

そ
れ
 
を
 
私
の
 
考
へ
 
な
り
に
 
云
っ
て
 
見
よ
う
、
 
そ
れ
 
は
 或
る
 
入
々
 
に
は
餘
 
り
に
 
明
白
な
事
 
で
あ
ら
う
 
け
れ
ど
も
。
 

. 

彼
等
 
は
 運
命
の
 
心
の
 
徹
底
的
な
 
體
驗
 
者
で
 
あ
る
の
 
だ
。
 
運
命
が
 
物
と
 
物
と
の
 
間
の
 
安
定
 
を
 最
後
の
 
n
 
的
と
 
し
た
や
う
 

に
，
 
彼
^
も
 

亦
 心
と
 
心
と
の
 
安
定
 
を
 最
後
の
 
目
的
と
 
す
る
 
本
能
に
 
燃
え
て
 
ゐ
た
 
人
達
な
 
の
 だ
。
 
彼
等
の
 
表
現
が
 
ど
う
で
 
あ
れ
、
 
そ
の
 
木
 能
の
^
 
底
 

を
 支
配
し
て
 
ゐ
た
カ
 
は
實
に
 
相
剋
か
ら
 
安
定
へ
の
 
一
路
だ
っ
た
 
の
 だ
。
 
彼
等
 
は
 畢
竟
 
遝
 命
と
 
M
 じ
 歩
調
 
も
て
^
み
 
*
 
 n: じ

 
リ
ズ
ム
 
も
 

運
命
と
 
人
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有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

三
ヒ
八
 

て
 動
い
た
 
の
 だ
。
 

〇
 
 

- 

皮
相
の
 

混
亂
 

か
ら
 

眞
相
 

の
き
：
 

正
へ
、
 

假
 

象
の
 

紛
雜
 

か
ら
 

實
 

在
の
 

統
一
 

へ
、
 

物
質
 

生
活
の
 

か
ら
 

精
祌
 

生
活
の
 

S
i
 

く
へ
、
 

醜
か
ら
 

美
へ
、
 

渾
沌
か
ら
 

秩
序
へ
、
 

憎
み
か
ら
 

愛
へ
、
 

迷
 

ひ
か
ら
 

悟
り
へ
 

…
…
 

卽
ち
 

相
剋
か
ら
 

安
定
へ
。
 

我
等
の
 

歷
史
を
 

見
る
 

が
い
-
 

-。
 

我
等
の
 

先
 

覺
者
を
 

見
る
 

が
い
、
。
 

又
 

我
等
 

自
身
の
 

心
 

を
 

見
る
 

が
い
 

X。
 

凡
て
の
 

よ
き
 

事
、
 

よ
き
 

思
 

ひ
 

は
 

常
に
 

同
一
 

の
 

方
向
に
 

動
い
て
 

ゐ
る
 

で
は
な
い
 

か
。
 

卽
ち
 

相
剋
か
ら
 

安
定
へ
 

…
…
 

運
命
の
 

眼
睛
の
 

見
詰
め
て
 

ゐ
る
 

方
へ
。
 

〇
 
 

.
 
 

： 

だ
か
ら
 

我
等
 

は
 

何
 

を
 

恐
れ
 

何
 

を
 

憚
ら
う
。
 

運
命
 

は
 

畢
竟
 

親
切
 

だ
。
 

だ
か
ら
 

我
等
 

は
 

恐
れ
す
 

に
 

生
き
よ
う
。
 

我
等
の
 

住
む
 

世
界
 

は
 

不
安
定
の
 

世
界
 

だ
。
 

我
等
の
 

心
 

は
 

不
安
定
の
 

心
 

だ
。
 

世
界
と
 

我
等
の
 

心
は
屢
 

m 
や
う
 

や
く
 

建
立
し
 

か
け
た
 

安
定
の
 

礎
か
ら
、
、
 

y
 

り
 

落
ち
る
。
 

世
界
と
 

我
等
と
 

は
 

有
ら
ん
限
り
の
 

失
態
 

を
演
 

す
る
。
 

こ
の
 

醜
い
 

さ 
て つ 

蹉
 

お
は
 

永
く
 

我
等
の
 

生
活
 

を
 

支
配
す
 

る
 

だ
ら
 

う
。
 

そ
れ
で
も
 

構
 

は
な
い
，
 

我
等
 

は
 

そ
の
 

混
亂
の
 

中
に
 

生
き
よ
う
。
 

我
等
 

は
 

恐
れ
る
 

に
 

及
ば
な
い
。
 

我
等
に
 

は
 

そ
の
 

混
亂
の
 

中
に
 

も
 

銃
 

一
 

を
 

求
め
る
 

已
み
 

難
い
 

本
能
が
 

潜
ん
で
 

ゐ
て
、
 

決
し
て
 

消
え
る
 

事
が
な
い
 

か
ら
だ
。
 

そ
れ
で
 
澤
山
 
だ
。
 

我
等
 

は
 

生
き
よ
う
。
 

我
等
の
 

周
圍
に
 

迫
っ
て
 

來
る
 

死
の
 

諸
相
に
 

對
 

し
て
 

極
力
 

戰
 

は
う
。
 

我
等
 

は
 

肉
體
を
 

健
全
に
 

し
て
 

死
か
ら
 

救
 

ふ
 



爲
 め
に
 
有
ら
ん
限
り
の
 
衛
生
 
を
 行
 は
う
。
 
又
社
會
 
を
よ
り
 
健
全
な
 
茶
 礎
の
 
上
に
 
遨
く
爲
 
め
に
。
 
生
活
 
を
 安
全
に
 
す
る
 
爲
め
 
に
お
ら
 
ゆ
 

.X 一ず 

る
 
改
革
 
を
 案
出
し
ょ
う
。
 
我
等
の
 
魂
 を
 永
久
な
ら
 
し
め
ん
た
 
め
に
 
冇
ら
 
ゆ
る
 
死
の
 
刺
 を
 滅
ぼ
さ
う
。
 

我
等
が
 
か
く
 
努
力
し
て
 
死
に
 
打
ち
勝
っ
た
 
時
，
 
そ
の
 
時
は
焉
 
ん
ぞ
 
知
ら
ん
 
我
等
が
 
死
の
 
來
る
道
 
を
^
も
^
 
ら
 
に
し
た
 
時
な
 
の
 だ
。
 

人
 
は
 
そ
の
 
時
に
 
運
命
と
 
堅
く
 
握
手
す
 
る
の
 
だ
。
 
人
 
は
 
そ
の
 
時
運
 
命
の
 
片
腕
と
 
な
っ
て
、
 
物
々
 
の
 相
剋
 
を
 安
定
に
 
持
ち
 
來
す
述
 
命
の
 
仕
 

事
 を
 助
け
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
。
 

運
命
が
 
冷
酷
な
 
も
の
な
ら
、
 
運
命
 
を
壓
 
倒
し
て
 
そ
の
 
先
き
 
ま
 
は
り
 
を
す
 
る
 唯
一
 
つ
の
 
道
 は
、
 
人
が
 
そ
の
 
木
 能
の
^
 
の
 執
ぶ
 
を
 汀
て
 

て
 
「
大
 死
」
 
を
 
早
め
る
 
事
に
 
よ
っ
て
、
 
運
命
 
を
 出
し
 
拔
く
 
外
に
 
は
な
い
。
 
運
命
が
 
親
切
な
 
も
の
な
ら
 
述
 命
と
^
 
乎
し
て
 
そ
の
^
 
*
 
を
 

受
け
る
 
唯
一
 
つ
の
 
道
 
は
、
 
人
が
 
そ
の
 
本
能
の
 
生
の
 
執
着
 
を
 育
て
、
 

r
 大
死
」
 
を
 n 十

め
 
る
 
事
に
 
よ
っ
て
、
 
遝
命
を
 
狂
^
:
 さ
せ
ろ
 
外
に
 
は
な
 

い
。
 
何
れ
に
し
て
も
 
道
 は
 
一
 つ
 だ
。
 

だ
か
ら
 
ホ
ヰ
ッ
 
ト
マ
 
ン
は
 
歌
っ
て
 
云
っ
た
。
 

「
来
い
，
 
可
憐
な
 
な
つ
か
し
い
 
死
よ
、
 

地
上
の
 
限
り
 
を
 隅
 も
な
 
く
、
 
落
 付
い
た
 
足
 ど
り
 
で
 近
づ
く
、
 
近
づ
く
 

• 

晝
 
に
も
、
 
夜
に
 
も
，
 
凡
て
の
 
人
に
、
 
各
 
i 
の
 人
に
"
 

述
 
命
と
 
人
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有
^
 

武
郎
^
 

集
 
第
五
^
 
 

三
べ
 

C
 

早
 

か
れ
、
 

遲
 

か
れ
、
 

華
 

車
な
 

姿
の
 

死
よ
。
 

け 力
 
 

ま 

測
り
 

難
い
 

宇
宙
 

は
讃
む
 

ベ
 

き
か
な
。
 

そ
の
 

生
、
 

そ
の
 

喜
び
、
 

珍
ら
 

し
い
 

諸
相
と
 

知
識
、
 

又
 

そ
の
 

愛
、
 

甘
い
 

愛
、
 

然
し
な
が
ら
 

更
に
.
 

/
(
\
讃
 

む
べ
き
 

か
な
、
 

か
 

の
 

冷
靜
に
 

凡
て
 

を
 

捲
き
 

こ
む
 

死
の
 

確
實
な
 

抱
擁
な
 

手
 

は
。
 

靜
 

か
な
 

足
 

ど
り
 

で
 

小
 

息
み
 

な
く
 

近
づ
い
て
 

來
る
喑
 

き
 

母
よ
、
 

心
か
ら
 

あ
な
た
の
 

爲
 

め
に
 

歡
迎
の
 

歌
 

を
 

唄
っ
た
 

人
 

は
ま
 

だ
 

一
 

人
 

も
な
い
 

と
 

云
 

ふ
の
 

か
-
 

それ
なら
 

私
が
 

唄
 

は
う
 

.
—
 

私
 

は
 

凡
て
 

に
 

勝
っ
て
 

あ
な
た
 

を
光
榮
 

と
し
ょ
う
、
 

あ
な
た
が
 

必
す
來
 

る
 

も
の
な
ら
、
 

間
遠
 

ひ
な
く
 

來
て
 

下
さ
い
と
 

唄
 

ひ
 

出
で
 

よ
う
。
 

近
づ
け
、
 

力
強
い
 

救
助
 

者
、
 

そ
れ
が
 

運
命
な
ら
 

I
I
 

あ
な
た
が
 

人
々
 

を
 

か
き
 

抱
い
た
ら
、
 

私
 

は
 

喜
ん
で
 

そ
の
 

死
者
 

を
 

唄
 

は
う
、
 

あ
な
た
の
 

愛
に
 

滿
ち
 

て
 

流
れ
 

漂
 

ふ
 

大
海
原
 

に
容
 

け
こ
ん
^
、
 

あ
な
た
の
 

法
樂
の
 

洪
水
に
 

有
頂
天
に
 

な
っ
た
 

そ
の
 

死
者
 

を
 

唄
 

は
う
、
 

お
.
^
 

死
よ
。
 

私
か
ら
 

あ
な
た
に
 

喜
び
の
 

夜
曲
 

を
、
 



义
 舞
踏
 
を
 挨
拶
と
 
共
に
 
申
し
出
る
 
—
—
 
部
^
の
 
飾
り
 
も
 
饗
^
 
も
 
亦
 

若
し
く
は
 
廣
 や
か
な
 
地
の
 
景
色
、
 
若
し
く
は
 
高
く
 
擴
 
が
る
 
{4T 

若
し
く
は
 
生
活
、
 
若
し
く
は
 
園
圃
、
 
若
し
く
は
 
大
き
な
 
物
 思
 は
し
い
 
夜
 は
 
凡
て
 
あ
な
た
に
 
ふ
さ
 
は
し
い
。
.
 

若
し
く
は
^
々
 

に
 守
ら
れ
た
 
靜
 か
な
 
夜
、
 

若
し
く
は
 
海
の
 
汀
、
 
私
の
 
聞
き
 
知
っ
た
 
あ
の
 
皺
が
 
れ
聲
 
で
さ
、
 
や
く
 
波
、
 

若
し
く
は
 
私
の
 
魂
 は
 
あ
な
た
に
 
振
り
向
く
、
 
お
-
際
限
 
も
な
 
く
 
大
き
な
、
 
面
紗
 
か
た
き
 
死
よ
、
 

そ
し
て
 
肉
體
は
 
感
謝
し
て
 
あ
な
た
の
 
膝
の
 
上
に
 
丸
 ま
っ
て
 
巢
喰
 
ふ
。
 

梢
の
 
上
か
ら
 
私
 は
 歌
 を
 空
に
 
漂
 
は
す
、
 

紆
り
 
動
く
 
浪
を
越
 
え
 て
 I
 
-
無
數
 
の
園
圃
 
と
荒
凉
 
た
る
 
大
 草
原
と
 
を
 越
え
て
、
 

建
て
 
こ
ん
だ
 
凡
て
の
 
市
街
と
、
 
群
衆
に
 
塊
 ま
る
 
繋
船
 
場
と
 
道
路
と
 
を
 越
え
て
、
 
私
 は
こ
の
 
歌
 を
 喜
び
^
ん
で
 
突
に
^
 
は
す
 

死
よ
」
 

(
一
九
 
一 八

 年
 十；：：；、 「

屮
 外
」
 所
^
)
 



有
^
 

武
郎
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

ョ
、
 

一一
 

予
に
對
 

す
ろ
 

公
開
状
の
 

答
 

九
十
 

篇
 

ほ
ど
 

集
ま
っ
た
 

中
か
ら
 

本
誌
の
 

記
者
が
 

嚴
選
 

し
た
 

六
篇
の
 

私
に
 

對
 

す
る
 

公
開
 

狀
 

を
讀
ん
 

で
、
 

私
 

は
 

可
な
 

り 
色
々
 

の
 

喑
示
を
 

得
ま
し
た
。
 

そ
れ
に
つ
 

い
て
 

私
 

は
 

筆
者
 

諸
君
の
 

勞
を
 

謝
し
ま
す
 

と
共
に
、
 

本
誌
 

記
者
の
 

要
求
に
 

よ
り
、
 

私
 

は
 

思
 

ふ
ま
 

\ 
を
 

明
白
に
 

さ
 

答
へ
 

し
て
 

見
ま
す
。
 

私
の
 

誤
っ
た
 

點
を
 

更
に
 

叱
正
し
て
 

下
 

さ
れ
ば
 

嬉
し
 

い
と
 

ふ
で
せ
 

う
。
 

志
賀
 

氏
が
 

私
の
 

內
 

部
に
 

は
 

明
か
に
 

二
 

元
が
 

働
い
て
 

ゐ
 

る
の
に
 

早
計
に
 

も
 

そ
れ
に
 

一
 

元
 

的
の
 

解
決
 

を
 

求
め
よ
う
と
 

あ
せ
る
 

所
に
 

致
命
 

的
な
 

破
锭
が
 

あ
る
と
 

論
ぜ
ら
れ
 

た
の
 

は
、
 

私
の
 

急
所
に
 

觸
 

れ
ら
れ
 

た
も
の
と
 

し
て
 

容
認
し
 

ま
す
。
 

「
實
驗
 

室
」
 

が
 

公
け
 

に
さ
れ
 

た
 

時
、
 

私
 

は
 

自
作
 

を
讀
み
 

直
し
て
、
 

末
尾
の
 

描
寫
の
 

急
噪
に
 

失
す
る
 

の
を
氣
 

に
し
な
い
 

で
は
 

ゐ
ら
れ
 

ま
せ
ん
で
 

し
た
。
 

隻
眼
の
 

醫
師
 

が
逮
こ
 

到
達
す
べ
き
 

點
は
 

あ
す
こ
に
 

置
か
れ
た
 

通
り
で
 

あ
る
 

事
 

は
、
 

今
 

も
 

私
 

は
 

疑
っ
て
 

は
ゐ
 

ま
せ
ん
。
 

然
し
 

ぁ
上
于
 

取
り
 

早
く
 

あ
の
 

結
^
 

こ 

達
す
る
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

そ
の
 

場
合
の
 

彼
の
 

心
と
 

し
て
 

は
あ
り
 

得
な
い
 

事
で
 

あ
る
の
 

を
 

痛
切
に
 

感
じ
ま
し
た
。
 

そ
れ
 

故
 

私
 

は
 

あ
れ
 

を
 

著
お
 

集
に
 

移
す
 

時
に
、
 

今
一
度
 

あ
の
 

主
人
公
の
 

心
に
 

な
っ
て
 

考
 

へ
ま
し
た
。
 

而
 

し
て
 

結
末
の
 

方
の
 

描
寫
を
 

全
然
 

新
た
に
 

書
き
 

か
 

へ
ま
し
 

た
。
 

あ
な
た
 

は
 

そ
れ
 

を
 

見
て
 

下
さ
っ
た
 

の
で
せ
 

う
か
。
 

而
 

し
て
 

あ
な
た
の
 

主
張
 

を
 

提
出
な
 

さ
っ
た
 

の
で
せ
 

う
か
つ
 

若
し
 

さ
う
な
ら
 

私
 

は
 

あ
な
た
に
 

同
意
す
 

る
 

事
が
 

出
来
な
い
 

も
の
で
す
。
 

私
 

は
實
際
 

今
で
も
 

心
の
中
に
 

は
 

苦
し
い
 

二
元
的
 

爭
鬪
を
 

意
識
し
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

唯
 

私
に
 

は
 

一 
一
元
が
 

い
つ
ま
で
も
 

一 
一
元
で
あ
っ
て
 

は
な
 

ら
 

ぬ
と
 

云
 

ふ
 

要
求
と
、
 

お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
 

一
元
的
 

境
地
の
 

何
者
で
 

あ
ら
う
 

か
と
 

云
 

ふ
 

解
^
 

を
 

持
つ
 

や
う
に
 

な
っ
た
 

の
で
す
。
 

そ
れ
 

を
 

私
 

は
 

「
惜
 

み
な
く
 

愛
 

は
 

奪
 

ふ
」
 

「
草
の
葉
」
 

等
に
 

於
て
 

表
現
し
 

よ
う
と
 

試
み
て
 

ゐ
 

ま
す
 

o 
然
し
 

作
物
の
 

中
に
 

私
の
 

一
 

元
觀
を
 

絕
對
 

肯
定
 

的
に
 

表
現
し
た
 

も
の
で
 

は
ま
 

だ
あ
り
ま
せ
ん
。
 

又
實
際
 

あ
り
 

得
な
い
 

の
で
す
。
 

あ
る
 

人
 

は
 

私
が
 

煩
悶
ば
 

か
り
 

を
 

苗
い
て
，
 

決
 

を
與
へ
 



て
ゐ
 
な
い
 
の
 を
 非
常
に
 
も
ど
か
し
 
が
っ
て
 
責
め
て
 
く
れ
ま
し
た
。
 
然
し
 
私
 は
 
煩
悶
 
を
 
描
い
て
 
か
す
か
な
 
解
決
の
.
 

小
 を
 
投
^
 
r
 
る
，
 

そ
の
外
に
 
出
る
 
の
 は
 自
分
 
を
 偽
る
 
も
の
 
だ
と
 
思
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 

Y
.
K
 
氏
の
 
御
注
意
に
 
感
謝
し
 
ま
す
。
 
私
 は
愛
讀
 
者
の
 
或
る
人
 
達
が
 
私
 を
 信
じ
て
 
く
れ
て
 
ゐ
る
樣
 
に
^
 
劍
で
 
は
あ
り
 
せ
ん
。
 
私
 は
 

し
い
 
間
に
合
せ
 
屋
 
で
す
。
 
こ
の
 
年
に
な
る
 
ま
で
 
爲
す
事
 
も
な
 
く
默
 
つ
て
 
ゐ
た
事
 
だ
け
 
を
考
 
へ
て
も
 
自
分
で
 
惘
れ
 
ま
す
。
 
さ
う
て
 
す
、
 

私
 
は
も
つ
 
と
 
自
由
に
な
ら
 
な
け
れ
ば
 
い
け
ま
せ
ん
。
 

唯
 信
じ
て
 
下
さ
い
。
 

私
 は
 今
の
 
境
界
に
 
決
し
て
 
滿
 足
し
て
 
ゐ
る
 
も
の
で
 
な
い
 
と
 

い
ふ
 
事
 を
。
 
こ
ん
な
 
灰
色
な
 
明
白
で
 
な
い
 
狀
 態
に
 
ゐ
て
 
死
ん
で
 
し
ま
 
ふ
か
 
も
 
知
れ
ま
せ
ん
 
が
。
 
若
し
 
さ
う
な
ら
 
死
ぬ
 
i
i
^
 ま
で
も
^
 

に
 角
 不
滿
足
 
を
 持
ち
 
繽
 け
る
 
で
あ
ら
う
 
事
を
 
信
じ
て
 
下
さ
い
。
 

山
路
 
氏
に
 
—
—
 
私
 は
 今
の
所
で
 
は
藝
術
 
家
た
 
る
 事
 を
恥
ぢ
 
ま
せ
ん
。
 
藝
 術
^
と
 
い
っ
て
 
大
き
な
 
顔
 を
す
 
る
资
 
格
に
 
つ
い
て
は
：
 
^
1
 

躊
躇
 
を
 感
じ
ま
す
 
け
れ
ど
も
、
 
藝
術
 
家
た
 
る
 事
 を
 
得
る
な
ら
、
 

こ
ん
な
 
嬉
し
い
 
事
 は
な
い
 
と
 
思
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
私
の
^
 
活
の
改
 
#5 も

 

向
上
 
も
 
私
の
 
藝
術
を
 
完
全
に
 
す
る
 
爲
 
め
に
 
し
た
い
と
 
思
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
藝
 術
に
 
生
き
る
 
事
が
 
今
の
 
私
に
 
取
っ
て
 
は
现
想
 
的
に
^
 
ま
し
 

い
 事
 だ
か
ら
で
す
。
 
若
し
 
こ
の
 
自
信
が
な
か
っ
た
ら
 
私
 は
卽
刻
 
藝
術
界
 
か
ら
 
身
 を
 退
き
ま
す
。
 

吉
田
 
氏
の
 
私
が
 
最
近
 
發
 表
し
た
 
感
想
文
に
 
對
 す
る
 
非
難
 
は
 
心
 深
く
 
拜
見
 
し
ま
し
た
。
 
そ
れ
に
 
は
 然
し
 
あ
な
た
に
 
私
の
お
 
へ
に
^
 
r
 

る
 
多
少
の
 
誤
解
が
 
あ
る
と
 
思
 
ひ
ま
す
 
か
ら
 
そ
れ
 
を
 述
べ
て
 
見
ま
す
。
 
藝
術
 
家
と
 
し
て
 
自
己
中
心
 
主
義
者
な
る
 
私
 は
 社
^
 
改
良
お
 
と
し
 

T
 
も
 自
己
中
心
、
 
義
 者
で
す
。
 
自
己
の
 
要
求
 
を
充
實
 
す
る
 
爲
 
め
に
 
社
會
 
改
良
の
 
必
要
 
も
 
認
め
る
 
も
の
で
す
。
 

私
 は
 C
 
己
の
 
藝
術
 
や
^
 

賞
し
て
 
貰
ふ
爲
 
め
に
 
量
的
 
價
値
を
 
思
惟
す
 
る
の
で
 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 
自
己
が
 
大
 な
る
 
健
全
 
性
に
 
憧
れ
て
 
ゐ
 
る
が
 
故
に
、
 
そ
れ
が
^
た
 

に
 亦
 人
類
の
 
憧
れ
で
 
あ
る
 
事
 を
 
知
り
、
 
自
己
の
 
衷
に
 
取
り
入
れ
て
 
對
象
を
 
自
己
と
 
し
て
 
考
察
す
 
る
に
 
常
っ
て
 
は
 勢
 
ひ
 他
 仝
 性
 
へ
 の
 尸、 

道
か
ら
 
外
れ
た
 
傍
系
 
的
 心
境
の
 
考
察
に
 
道
草
 
を
 喰
 は
す
に
 
—
—
 
人
類
の
 
屮
心
 
意
志
か
ら
 
か
け
 
離
れ
た
 
質
の
^
 
議
 立
て
 
を
せ
.
 f
 
に
 I
 

驀
地
に
 
健
^
 
性
 
へ
 の
 動
向
 
を
 
深
く
 
鋭
く
 
r
 量
的
に
)
 
摑
み
 
出
さ
な
け
れ
ば
 
な
ら
ぬ
。
 
^
 衆
的
藝
 
術
と
 
い
ふ
 
名
を
與
 
へ
ろ
 
な
ら
 
か
く
の
 
如
 

予
に
對
 
す
る
 
公
開
 
狀
の
答
 
 

三
 八
 一 一一 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

一一
 

一八
 

a
 

き
 

藝
術
的
 

活
動
 

を
 

こ
そ
 

名
づ
 

く
べ
き
 

だ
と
 

云
っ
た
 

ビ 
け
な
の
で
 

す
。
 

な
ほ
お
 

斷
 

り
し
て
 

置
く
 

事
 

は
、
 

私
が
 

あ
の
 

感
想
文
で
 

云
っ
た
 

人
 

類
と
 

い
ふ
 

言
葉
 

は
 

自
己
と
 

い
ふ
 

言
葉
の
 

異
語
 

同
意
で
 

あ
る
と
 

い
ふ
 

事
で
す
。
 

私
の
 

云
 

ふ
 

人
類
と
 

は
 

勿
論
 

自
己
の
 

中
に
 

攝
 

取
さ
れ
 

た
 

人
 

類
で
す
。
 

だ
か
ら
 

藝
術
 

家
が
 

健
全
 

性
 

を
憧
懞
 

す
る
 

事
 

は
 

人
類
が
 

同
様
の
 

動
向
 

を
 

感
じ
て
 

ゐ
る
 

事
で
す
。
 

だ
か
ら
 

そ
の
 

人
の
 

生
む
 

藝
&
 

は
 

人
類
の
 

健
全
 

性
 

へ
 

の
 

示
唆
と
 

な
ら
ざ
る
 

を
 

得
ま
せ
ん
。
 

さ
う
 

で
は
な
い
で
 

せ
う
 

か
。
 

あ
な
た
が
 

「
自
己
 

あ
っ
て
の
 

社
會
、
 

侗
 

人
あ
っ
て
 

の
 

環
境
 

だ
と
 

思
 

ひ
ま
す
」
 

か
ら
 

そ
の
 

文
の
 

結
尾
に
 

至
る
 

ま
で
の
お
 

考
へ
 

は
、
 

^
 

と
 

全
く
 

一
致
す
 

る
 

も
の
で
す
 

C 
私
 

は
 

八
月
 

號
の
 

「
新
 

小
說
」
 

に
 

書
い
た
 

「
自
己
と
 

世
界
」
 

と
い
 

ふ
 

感
想
文
で
 

全
く
 

同
様
の
 

事
 

を
 

云
つ
 

て
ゐ
 

ま
す
。
 

あ
な
た
が
 

若
し
 

そ
れ
 

を
 

承
認
な
 

さ
る
な
ら
、
 

私
が
 

あ
の
 

感
想
文
で
 

書
い
た
 

自
己
と
 

人
類
と
 

い
ふ
 

も
の
.
，
 

間
の
 

關
係
 

も
も
 

つ
と
 

明
瞭
に
 

把
持
し
て
 

下
さ
る
 

事
が
 

出
來
 

る
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

私
 

は
 

岡
 

野
 

氏
の
 

r
 

藝
 

術
の
 

意
味
」
 

を
 

は
っ
き
り
 

伺
 

ふ
 

事
が
 

出
来
な
い
 

か
ら
、
 

私
の
 

作
物
が
 

r
 

藝
術
 

的
」
 

で
な
い
 

と
 

云
 

ふ
 

非
難
に
 

對
 

し
て
も
 

は
っ
き
り
 

し
た
お
 

答
 

は
 

出
来
ま
せ
ん
。
 

然
し
，
 

餘
裕
 

と
か
 

氣
 

分
と
 

か
い
ふ
 

も
の
が
 

薄
弱
 

だ
と
の
 

非
難
に
 

對
 

し
て
 

は
お
が
 

事
が
 

出
来
ま
せ
ん
。
 

私
 

は
 

私
 

だ
け
の
 

餘
裕
 

な
り
 

氣
分
 

な
り
 

は
 

必
要
な
 

程
度
で
 

出
し
て
 

ゐ
 

る
と
 

思
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

そ
の
 

餘
裕
が
 

re
st
f.
nl
 

で
 

な
い
 

と
か
、
 

氣
 

分
が
 

抒
情
詩
 

的
で
 

な
い
 

と
か
 

云
 

ふ
 

非
難
な
ら
 

別
で
す
 

が
。
 

私
が
 

仁
 

右
衛
門
の
 

や
う
な
 

野
 

蠻
人
を
 

書
く
 

時
 

は
 

私
な
 

り
に
 

仁
 

右
衛
門
に
 

な
り
 

切
る
 

事
を
勉
 

め
、
 

凱
旋
 

を
 

書
く
 

時
に
は
 

私
な
 

り
に
 

凱
旋
に
 

な
り
 

切
る
 

事
を
勉
 

め
、
 

お
 

末
 

を
 

書
く
 

時
に
は
 

私
な
 

り
に
^
 

末
に
な
 

り 
切
る
 

事
を
勉
 

め
ま
し
た
。
 

人
 

は
 

あ
れ
 

等
の
 

作
に
 

思
想
 

的
 

背
景
が
な
い
 

か
ら
と
 

云
っ
て
、
 

直
ち
に
 

純
 

客
 

觀
的
描
 

寫
と
銘
 

を
 

打
 

つ
て
 

く
れ
ま
し
た
。
 

然
し
 

私
に
 

取
っ
て
 

は
 

あ
れ
 

は
 

私
の
 

主
觀
の
 

描
寫
に
 

過
ぎ
ま
せ
ん
。
 

唯
 

さ
う
 

云
 

ふ
 

主
人
公
に
 

は
、
 

主
人
公
の
 

本
^
 

の
 

性
質
 

上
、
 

思
想
 

的
 

背
景
が
 

少
 

く
っ
て
 

情
緒
 

的
 

背
景
が
 

多
い
だ
 

け
の
 

事
で
す
。
 

然
る
に
 

「
迷
路
」
 

r
 

實
驗
 

室
」
 

「
寡
 

口」
 

等
の
 

人
物
 

は
、
 

そ
 

の
 

性
質
 

上
 

思
想
 

的
で
 

あ
ら
ね
ば
 

な
ら
ぬ
 

害
で
す
。
 

あ
の
 

主
人
公
 

等
の
 

抱
懷
 

す
る
 

思
想
が
 

直
ち
に
 

私
の
 

個
性
 

全
體
の
 

思
想
で
 

あ
る
と
 

取
 

ら
れ
て
 

は
 

困
り
ま
す
。
 

私
 

は
 

自
分
に
 

攝
 

取
し
た
 

人
間
 

達
の
 

中
か
ら
/
人
 

一 
一
人
 

を
 

引
き
 

拔
 

い
て
 

羝
の
 

上
に
 

^
 

か
し
て
 

見
た
 

ま
で
 

r 
す
。
 



思
想
 

的
 

生
活
 

I
 

そ
れ
 

は
 

現
代
の
 

人
類
 

生
活
の
 

一
 

特
色
と
 

云
 

は
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

今
ま
で
 

は
 

思
想
 

的
 

生
活
が
 

藝
術
 

制
作
の
 

對
 

象
と
 

な
っ
た
 

事
が
 

稀
れ
 

で
し
た
。
 

偶
に
 

あ
る
と
 

す
れ
ば
 

作
者
が
 

藝
 

術
に
 

事
よ
 

せ
て
 

そ
の
 

主
張
 

を
^
ら
 

さ
う
 

と
 

云
 

ふ
 

偶
^
的
 

乎
 

段
で
 

し
 

た
。
 

し
か
し
 

今
の
 

時
 

は
 

思
想
 

的
 

生
活
が
 

情
緖
的
 

生
活
と
 

併
行
し
て
 

十
分
 

藝
術
的
 

制
作
の
 

對
象
 

と
な
り
 

內
容
 

と
な
る
 

に
 

足
る
 

ま
で
に
な
 

つ
て
 

来
ま
し
た
。
 

今
の
 

敎
養
 

あ
る
 

人
々
 

の
 

生
活
か
ら
 

思
想
 

的
 

生
活
 

を
 

引
き
去
っ
た
な
ら
、
 

そ
の
 

人
の
 

生
活
 

內
容
は
 

完
全
に
 

現
 

は
さ
れ
 

た
と
 

は
 

云
 

は
れ
ま
せ
ん
。
 

さ
う
 

私
は
考
 

へ
て
 

ゐ
る
 

の
で
す
。
 

さ
う
 

云
 

ふ
 

意
味
で
 

私
の
 

思
想
 

的
 

内
 

容
 

の
お
る
 

作
物
 

を
讀
ん
 

で
い
た
 

ピ
き
ハ
 

い
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

つ
ま
り
 

作
物
 

中
の
 

人
物
の
 

持
つ
 

思
想
が
 

現
在
の
 

生
活
に
 

ど
れ
 

稅
 

緊
迫
 

切
 

實
な
關
 

係
 

を
 

有
っ
て
 

ゐ
 

る
か
 

ゐ
 

な
い
か
^
 

私
と
 
し
て
 
は
 第
一
 
の
 問
題
で
す
。
 

私
の
 

作
物
 

は
 

一 
見
 

私
自
身
よ
り
 

歪
ん
で
 

見
え
よ
う
 

と
も
 

下
っ
て
 

見
え
よ
う
 

と
も
、
 

明
か
に
 

私
自
身
の
 

投
影
で
 

あ
る
 

事
を
^
-
」
 

C-
 

卜
 

さ
い
。
 

私
 

は
 

歪
ん
で
 

ゐ
て
も
 

下
劣
で
 

あ
っ
て
も
、
 

私
自
身
の
 

衷
に
 

取
り
入
れ
 

た
も
の
に
 

は
 

同
様
に
 

執
涪
を
 

感
じ
ま
す
。
 

私
の
 

愛
の
 

考
 

へ
が
 

常
識
 

以
上
の
 

何
物
で
 

も
な
い
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

は
 

私
 

を
 

嬉
し
く
 

思
 

は
せ
 

ま
す
 

—
—
 

お
し
 

常
識
と
 

云
 

ふ
そ
の
 

化
が
 

E^
.,
 

と
 

云
 

ふ
 

一一
 

一一 c 葉
で
 

置
き
 

易
 

へ
ら
れ
て
 

ぃ
&
 

も
の
で
 

な
け
れ
ば
 

I
I
 

超
 

常
識
 

は
 

神
の
 

境
界
で
 

あ
り
、
 

非
常
識
 

は
 

狂
者
の
 

境
界
で
す
。
 

一
個
 

の
 

人
と
 

し
て
 

の
 

私
 

は
 

最
も
 

健
全
な
 

常
識
に
 

至
る
 

事
 

を
 

努
力
し
 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

唯
 

そ
の
 

常
識
が
 

ど
れ
 

だ
け
 

强
く
 

く
 

創
造
さ
れ
 

る
か
、
 

藝
術
 

制
作
の
 

試
金
石
 

は
 

そ
こ
に
 

あ
る
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

あ
な
た
 

は
 

私
の
 

も
の
 

を
 

「
硬
化
し
た
 

愛
の
 

常
識
」
 

と：
 

_ム
 

は
 

れ
る
。
 

さ
う
な
 

る
と
 

「
因
襲
 

的
な
 

愛
の
 

概
念
」
 

と
い
 

ふ
 

事
に
な
り
ま
す
。
 

そ
れ
な
ら
 

私
 

は
 

非
常
に
 

c
 

分
 

を
 

恐
れ
な
け
れ
ば
 

な
 

o 
ま
ナ
 

ん
。
 

私
 

は
な
 

ほ
 

あ
な
た
の
 

見
方
に
 

よ
っ
て
 

私
自
身
 

を
檢
 

察
し
て
 

見
 

ま
せ
う
 

C 

山
 

本
 

氏
の
 

讃
辭
 

は
敢
 

へ
て
 

膺
り
 

ま
せ
ん
。
 

然
し
 

「
宣
言
」
 

が
死
兒
 

で
あ
る
と
 

い
ふ
お
 

說
は
 

私
に
 

は
 

明
か
に
 

云
へ
ば
 

少
し
 

殘
 

酷
に
 

»
 

き
ま
す
"
 

私
に
 

は
 

A
 

も
 

B
 

も
 

Y
 

子
 

も
 

不
完
全
な
が
ら
 

生
命
 

は
 

十
分
に
 

有
る
 

や
う
に
 

思
 

は
れ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

唯
 

岡
 

野
 

氏
が
 

云
 

は
れ
た
 

「
動
 

か
ぬ
 

時
^
」
 

は
 

私
が
 

あ
の
 

老
學
 

者
と
 

十
分
 

同
化
し
 

も
し
な
い
で
、
 

不
遜
に
 

も
 

平
面
 

描
寫
 

的
な
 

試
み
 

を
し
た
 

爲
 

め
に
 

死
ん
 

で
ん
る
 

や
う
 

予
に
對
 

す
 

る 
公
 

開
 

狀
 
の
：
^
 
 

三
 

八
 

五
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
^
 

五
卷
 
 

三
 

八
 

六
 

で
す
，
。
 

私
 

は
 

書
物
と
 

し
て
 

發
 

表
す
る
 

時
 

思
 

ひ
 

切
つ
 

て
 

私
の
 

主
人
公
に
 

對
 

す
る
 

態
度
 

を
 

改
め
て
 

見
る
 

積
り
 

で
す
。
 

終
り
に
 

臨
ん
で
 

私
 

は
 

ニ
ー
 

in
 

書
き
 

添
へ
 

て
お
 

き
ま
す
。
 

私
が
 

愛
の
 

{ー
 

且
傳
 

者
の
 

本
家
本
元
の
 

や
う
に
 

思
 

ふ
 

人
の
 

あ
る
の
 

は
 

心
苦
し
い
 

事
 

で
す
。
 

私
 

は
單
に
 

本
能
と
 

し
て
 

の
 

愛
の
 

作
用
 

を
 

容
赦
な
 

く
つ
き
 

つ
め
て
 

見
よ
う
と
 

思
っ
て
、
 

r
 

惜
 

み
な
く
 

愛
 

は
 

奪
 

ふ
」
 

を
 

書
い
た
 

ま
で
 

で
す
。
 

又
 

私
に
 

憎
 

惡
の
觀
 

^
が
.
 

な
い
や
う
 

に
 

思
 

は
れ
る
 

方
 

も
 

あ
る
 

や
う
で
す
。
 

非
常
な
 

誤
謬
で
す
。
 

私
 

は
 

色
々
 

な
 

憎
惡
に
 

苦
し
み
 

過
 

ぎ
る
 

も
の
で
す
。
 

で
す
か
ら
 

愛
の
 

尊
 

さ
 

を
 

味
 

は
っ
て
 

見
た
い
 

と
 

思
 

ふ
の
で
 

す
。
 

私
の
 

作
物
 

中
に
、
 

始
終
 

蹉
 

い
て
ば
 

か
り
 

ゐ
る
、
 

人
間
 

的
な
、
 

强
 

が
り
な
 

弱
者
 

を
 

見
出
し
て
 

下
さ
る
 

方
 

は
 

可
な
 

り
 

私
の
 

心
臟
に
 

近
づ
い
て
 

下
さ
っ
た
 

方
で
す
。
 

私
 は
 改
め
て
 
諸
君
の
 
好
意
 
あ
る
 
非
難
 
を
 感
謝
し
 
ま
す
。
 

(一
 

九
 

一 
八
 

年
 

十
月
、
 

一 新
^
」
 

所
載
)
 



私
の
 

家
 

は
 

代
々
 

薩
 

摩
の
 

阈
に
 

住
ん
で
 

居
た
 

の
で
、
 

父
 

は
 

他
の
 

血
 

を
 

混
へ
 

な
い
 

純
 

粹
の
薩
 

摩
 

人
と
：
.
 

ム
 

つ
て
；
？
 

い
。
 

私
の
 

服
か
ら
 

い
し
る
 

と
、
 

父
の
 

性
格
 

は
 

非
常
に
 

眞
 

正
直
な
、
 

又
 

細
心
な
 

或
る
 

意
味
の
 

執
拗
な
 

性
質
 

を
 

有
っ
て
 

居
た
。
 

そ
し
て
 

外
而
的
 

に
は
^
 

分
 

冷
淡
に
 

は.
 

え
る
 

場
合
が
 

無
い
で
 

は
な
か
っ
た
 

が
、
 

內
 

部
に
 

は
 

恐
ろ
し
い
 

熱
情
 

を
 

有
っ
た
 

男
で
あ
っ
た
。
 

此
の
 

點
は
 

純
粹
の
 

九
州
 

人
に
^
 

た
 

所
 

で
あ
る
。
 

一
時
に
 

或
る
 

事
に
 

自
分
の
 

注
意
 

を
 

集
中
し
た
 

場
合
に
、
 

殆
ん
 

ど
寢
食
 

を
 

忘
れ
て
 

了
 

ふ
。
 

1：
 

事
に
 

で
も
 

或は
.：
：：
 

分
 

s
i
i
^
 

に
 

で
も
 

熟
 

中
す
 

る
と
、
 

人
と
 

話
 

を
し
て
 

ゐ
な
 

が
ら
、
 

相
手
の
 

一 百
 

ふ
 

事
が
 

聞
き
取
れ
な
い
 

稃
他
を
 

顧
み
な
い
 

の
で
、
 

狂
人
の
 

や
-
つ
な
 

狀
態
 

に
陷
 
つ
た
 
事
 は
、
 
私
の
 
知
っ
て
 
居
る
 
だ
け
で
 
も
、
 
少
く
 
と
も
 
三
度
 
は
あ
っ
た
。
 

父
の
 

教
育
か
ら
 

云
へ
ば
、
 

父
の
 

若
い
 

時
代
と
 

し
て
 

は
 

新
し
い
 

敎
育
を
 

受
け
た
 

方
 

だ
が
、
 

其
の
 

根
柢
 

を
な
 

し
て
 

ゐ
る
 

も
の
 

は
 

矢
お
 

り 

朱
 

子
學
淤
 

の
儒
舉
 

で
あ
っ
て
、
 

其
の
 

影
 

.1
2 

か
ら
 

は
 

終
生
 

脫
 

す
る
 

事
が
 

出
来
な
か
っ
た
。
 

然
し
：
 

I：
 

虚
か
獨
 

，Z
M 

な
 

所
が
^
:
 

つ
て
、
 

ャ
リ
ハ
 

話
の
 

屮
 

に
も
、
 

其
の
 

着
想
の
 

獨
創
 

的
な
 

の
に
、
 

我
々
 

は
 

手
を
拍
 

つ
て
 

驚
く
 

事
が
 

よ
く
あ
つ
た
。
 

晩
年
に
 

は
よ
 

く 
父
 

は
 

「，
z:
 

分
が
 

折：
： 

ゆ
 

を
、
 

自
分
の
 

進
む
べ
き
 

路
 

と
し
て
 

選
ん
で
 

居
っ
た
な
ら
、
 

屹
度
 

纏
ま
っ
た
 

仕
^
 

を
し
て
 

ゐ
 

た
ら
つ
」
 

と.
； 

n 
つ
て
 

ゐ
た
。
 

^
^
は
 

小
さ
 

い
 時
分
に
 
は
大
變
 
弱
い
 
子
で
、
 
こ
れ
で
 
育
つ
 
だ
ら
 
う
か
と
 
心
配
さ
れ
 
た
さ
う
 
だ
が
、
 
私
が
 
知
っ
て
 
か
ら
 
は
强
壯
 
で
、
 
ゆ
體
 
こ
そ
 
小
〜
 
か
っ
た
 

が
、
 

精
力
の
 

强
ぃ
、
 

仕
事
の
 

能
く
 

糗
 

け
て
 

出
 

來
る
體
 

格
で
あ
っ
た
。
 

仕
事
に
 

表
 

は
す
 

精
力
 

は
、
 

我
々
 

子
供
 

迮
を
^
 

か
 

r
$
 

が
 

瑷
 
i あ
っ
た
 
位
で
 
あ
る
。
 
藝
 術
に
 
對
 し
て
 
は
 特
に
 
沒
 頭
し
た
 
も
の
が
 
無
か
っ
た
 
の
で
、
 
鑑
識
 
カ
も
發
 
逑
 し
て
 
は
ゐ
 
な
か
っ
た
 
が
、
 
は
 

お
 

遠
 

ひ
の
 

批
評
な
 

ど
 

を
す
 

る
 

時
で
 

も
、
 

父
 

其
の
 

人
で
 

な
け
れ
ば
 

一一
 

一一 n 
は
れ
な
い
 

や
う
な
 

表
現
 

や
 

霄
^
 

使
 

ひ
 

を
し
た
。
 

父
 

は
 

私
^
が
^
 

術
 

に
携
 

は
る
 

事
 

は
 

極
端
に
 

嫌
っ
て
、
 

殊
に
 

輕
文
學
 

は
 

極
端
に
 

排
斥
し
た
。
 

私
達
 

は
 

父
の
 

目
 

を
 

掠
め
て
 

そ
れ
 

を
 

味
 

は
 

\ 
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
 

私
の
 

父
と
 
母
 
 

三
 

八
 

七
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f
「
w
 

か
っ
た
 の を 記
憶
す
 る。 

父
の
 

生
 

ひ
 

立
ち
 

は
 

非
常
に
 

不
幸
で
あ
っ
た
。
 

父
の
 

父
、
 

卽
ち
 

私
達
の
 

祖
父
に
 

當
る
人
 

は
、
 

薩
 

摩
の
 

中
の
 

小
 

藩
の
 

士
で
、
 

島
 

津
家
か
 

ら
 

見
れ
ば
 

陪
臣
で
 

あ
つ
た
が
、
 

其
の
 

小
 

藩
に
 

起
っ
た
 

お
 

家
騷
 

動
に
 

捲
き
 

込
ま
れ
て
、
 

琉
 

球
の
 

或
る
 

處
へ
 

遠
島
さ
れ
 

た
。
 

そ
れ
が
 

父
の
 

ヒ
歲
の
 

時
 

位
で
，
 

そ
れ
か
ら
 

十
五
 

か
 

十
六
 

位
ま
で
 

は
 

祖
父
の
 

薫
育
に
 

人
と
 

な
っ
た
。
 

從
 

つ
て
 

小
さ
い
 

時
か
ら
 

孤
獨
で
 

(
父
 

は
 

其
の
上
 

一
人
子
で
あ
っ
た
^
 

獨
 

り
で
 

立
っ
て
 

行
か
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
か
っ
た
 

の
と
、
 

父
 

其
の
 

人
が
 

餘
り
 

正
直
で
 

あ
る
 

爲
め
、
 

屢
ぷ
 

人
の
 

欺
く
 

と
こ
ろ
と
 

な
つ
た
^
:
 

い
 

經
驗
が
 

あ
る
の
と
 

で
、
 

人
に
 

欺
か
れ
な
い
 

爲
 

め
に
、
 

人
に
 

對
 

し
て
 

寛
容
で
 

な
い
 

偏
狭
な
 

所
が
あ
っ
た
。
 

こ
 

t
 

に
 

境
遇
と
 

性
質
と
 

か
ら
 

來
て
 

居
る
 

の
で
、
 

晚
 

年
に
 

は
 

追
々
 

練
れ
て
、
 

廣
ぃ
襟
 

I
 

を
 

示
す
 

や
う
に
 

な
っ
た
。
 

殊
に
 

面
白
が
っ
た
り
 

喜
ん
 

だ
り
 

す
る
 

時
に
は
、
 

私
達
が
 

「
父
の
 

笑
 

ひ
」
 

と
 

云
っ
て
 

ゐ
る
、
 

非
常
に
 

無
 

邪
氣
な
 

善
良
な
 

笑
 

ひ
 

方
 

を
し
た
。
 

性
質
の
 

純
な
 

所
が
、
 

外
 

面
 

的
の
 

修
養
な
 

ど
が
 

剝
 

が
れ
て
 

現
 

は
れ
た
 

も
の
で
あ
る
。
 

母
の
 

父
 

は
 

南
部
 

卽
ち
盛
 

岡
 

藩
の
 

江
戶
 

留
守
居
 

役
で
、
 

母
 

は
 

九
州
の
 

血
 

を
 

持
っ
た
 

人
で
あ
っ
た
。
 

其
の
 

間
に
 

生
れ
た
 

母
で
 

あ
る
か
 

み
？
 

阈
籍
は
 

北
に
 

あ
っ
て
も
、
 

南
方
の
 

血
が
 

多
か
っ
た
。
 

維
新
の
 

際
 

南
部
 

藩
が
 

朝
敵
に
 

廻
っ
た
 

爲
め
、
 

母
 

は
 

十
二
 

三
か
ら
 

流
離
の
 

苦
 

を
 

嘗
め
て
、
 

結
婚
 

前
に
 

は
 

東
京
で
 

お
 

針
の
 

賃
仕
事
 

を
し
て
 

ゐ
 

た
と
 

云
 

ふ
 

事
で
 

あ
る
。
 

か
う
 

し
て
 

若
い
 

時
か
ら
 

世
の
 

辛
酸
 

を
 

嘗
め
 

欺
し
 

た
爲
 

め
か
 

母
の
 

氣
 

性
に
 

は
濶
 

達
な
 

方
面
と
 

共
に
、
 

人
 

を
 

呑
ん
で
 

か
-
 

T 
る
 

や
う
な
 

鋭
い
 

所
が
 

あ
る
。
 

人
の
 

妻
と
 

な
つ
て
か
ら
 

は
、
 

當
 

時
の
 

女
 

庭
訓
 

的
な
 

思
想
の
 

爲
 

め
に
、
 

在
来
の
 

家
庭
的
な
、
 

所
謂
 

ハ
ウ
ス
ワ
イ
フ
と
 

云
 

ふ
や
う
な
 

型
に
 

入
ら
う
 

と
 

努
め
、
 

叉
 

入
り
お
 

ほ
 

せ
た
。
 

然
し
 

性
質
の
 

根
柢
に
 

有
る
 

烈
し
い
 

も
の
が
、
 

間
々
 

現
 

は
れ
た
。
 

若
い
 

時
に
は
 

極
度
に
 

苦
し
ん
だ
り
 

悲
し
ん
だ
り
 

す
る
と
-
 

往
 

往
 

卒
倒
し
て
 

感
覺
を
 

失
 

ふ
こ
と
 

が
あ
っ
た
。
 

其
の
 

發
作
は
 

劇
し
い
 

も
の
で
、
 

男
が
 

二
三
 

人
 

も
 

懸
ら
れ
 

な
け
れ
ば
 

取
扱
 

は
れ
な
い
 

程
で
 

あ
っ
た
 

。
私
達
 

は
よ
 

く
 

母
が
 

此
の
儘
 

死
ん
で
 

し
ま
 

ふ
の
で
 

は
な
い
 

か
と
 

思
っ
た
 

も
の
で
あ
る
 

。
然
し
 

生
來
の
 

烈
し
 

ぃ
氣
 

性
の
 

爲
 

め
か
、
 

此
の
 

發
 

作
が
 

ヒ
ス
 

テ
リ
 

I 
に
變
 

つ
て
、
 

泣
き
崩
れ
て
 

理
性
 

を
 

失
 

ふ
と
い
 

ふ
や
う
な
 

所
 

は
 

無
か
っ
た
。
 

父
が
 

自
分
の
 

仕
事
 

や
 

家
の
 

事
な
 



ど
で
 
ひ
 配
し
た
り
 
當
 惑
し
た
り
 
す
る
 
や
う
な
 
場
合
に
、
 
母
が
 
そ
れ
 
を
勵
 
ま
し
 
助
け
た
 
事
が
 
屡
よ
 
あ
っ
た
。
 
後
 
に
^
の
 
母
が
 
同
^
す
-
つ
 

や
う
に
.
^
 
つ
て
か
ら
 
は
、
 
其
の
 
感
化
に
 
依
っ
て
 
淨
土
 
眞
宗
に
 
入
っ
て
 
信
仰
が
 
定
ま
る
 
と
、
 
外
貌
が
 

一 變
 し
て
 
我
意
の
 
無
 
い
^
ひ
 
切
り
 

の
い
、
、
 
平
靜
な
 
生
活
 
を
 始
め
る
 
や
う
に
 
な
っ
た
」
 
そ
し
て
 
廊
滴
 
の
 や
う
な
 
烈
し
い
 
發
作
は
 
現
れ
 
な
く
な
っ
た
。
 
若
し
 
母
が
 
昔
の
 
ケ、 

わ
 道
 i
 
こ， 

ぎ
な
い
で
、
 
眞
の
 
性
質
の
 
儘
で
 
進
ん
で
 
行
っ
た
な
ら
ば
，
 
必
す
 
特
異
な
 
性
格
と
 
な
っ
て
 
世
の
中
に
 
現
れ
た
ら
 
う
と
せ
，
 

母
の
 
藝
^
!
 
上
の
 
趣
味
 
は
、
 
自
分
で
 
も
 
短
歌
 
を
 作
る
 
位
の
 
事
 は
す
る
 
程
で
、
 
町
也
豐
 
か
に
 
有
っ
て
 
居
る
。
 
今
で
も
 
時
々
 
や
っ
て
：
^
,
 

- 

が
、
 
若
い
 
時
に
は
 
殊
に
 
好
ん
で
 
腰
折
れ
 
を
 詠
ん
で
 
自
ら
 
娛
ん
 
で
ゐ
 
た
。
 
讀
書
も
 
好
き
で
 
あ
る
が
、
 

こ
れ
 
は
 
ハ
ウ
ス
ワ
イ
フ
と
.
.
 
ム
ふ
ぉ
 

に
 制
せ
ら
れ
て
、
 

思
 
ふ
 儘
に
 
や
ら
な
か
っ
た
 
や
う
で
 
あ
る
が
、
 
然
し
 
暇
が
 
あ
れ
ば
 
喜
ん
で
 
害
 物
 を
 乎
に
 
す
る
。
 
私
共
 
兄
お
 
が
 揃
っ
て
 

か
う
 
い
ふ
 
方
面
に
 
向
っ
た
 
事
を
考
 
へ
る
 
と
、
 
母
が
 
文
 藝
に
ー
 
つ
の
 
愛
好
 
心
 を
 有
っ
て
 
ゐ
た
蔡
 
が
 影
響
し
て
 
ゐ
る
 
だ
ら
 
う
と
 
思
 
ふ
 • 

母
に
 
就
い
て
も
 

一
 つ
 云
 
ふ
べ
き
 
は
、
 
想
像
力
と
 
も
 
思
 は
れ
る
 
も
の
が
 
非
常
に
 
豐
 か
で
、
 
奇
體
に
 
無
い
 
事
 を
お
 
る
 
や
う
に
^
 

へ..？ お
 

が
 あ
る
 

• 
例
へ
ば
 
人
の
 
噂
な
 
ど
 
を
す
 
る
 場
合
に
 
も
、
 
實
際
は
 
無
い
 
事
 を
、
 
自
分
で
 
は
 全
く
 
有
る
 
と
の
 
確
信
 
を
 
以
て
、
 
見
る
 
が
 如
く
^
 

E
 
こ
^
 
 
) て
、
 
寺
々
 
は
 驚
く
 
や
う
な
 
嘘
を
吐
く
 
事
が
 
母
に
 
よ
く
 
あ
る
。
 
尤
も
 
母，：：：， せ

 は
噓
を
 
吐
い
て
 
ゐ
 
る
と
 
は
 忍
 は
す
 

^
力
に
 
リ
 

た
り
 
聞
い
た
り
 
し
た
と
 
確
信
し
て
 
ゐ
 
る
の
で
 
あ
る
。
 

要
す
る
に
.
 
根
柢
に
 
於
て
 
父
 は
 感
情
的
で
 
あ
り
、
 
母
 は
 理
性
的
で
 
あ
る
 
や
う
に
 
想
 
ふ
"
 
私
達
の
 
性
格
 
は：. 1

 親
か
ら
 
承
け
 
樅
い
〃
^
 

靜
な
 
北
方
の
 
血
と
，
 
割
り
に
 
濃
い
 
南
方
の
 
血
と
 
が
 混
り
 
合
っ
て
 
出
 來
て
ゐ
 
る
。
 
其
の
 
混
り
 
具
合
に
 
依
っ
て
，
 
兄
^
の
 
性
^
が
 

ふ，：：： リ、 

つ
て
 
ゐ
 
る
の
 
だ
と
 
思
 
ふ
。
 
私
自
身
の
 
性
格
か
ら
 
云
へ
ば
、
 
固
よ
り
 
南
方
の
 
血
 を
 認
め
な
い
 
譯
に
は
 
行
か
な
い
 
が
、
 
别
 
り
に
 
北
 ム
ハ
^
 

を
き
 
く
 
承
け
 
て
ゐ
 
る
と
 
思
 ふ
。
 
化
が
 
か
と
 
云
へ
ば
，
 
內
氣
 
な
，
 
鈍
重
な
、
 
感
情
 
を
 表
面
に
^
 
は
す
 
事
 を
餘
 
り
し
な
い
、
 
思
想
 
ハ
 I 

で
も
 

飛
躍
的
な
 
思
想
 
を
 表
 は
さ
な
い
 

i 性
質
で
、
 
色
彩
に
 
す
れ
ば
 
暗
い
色
 
彩
で
 
あ
る
と
 
者
へ
 
て
 居
る
。
 
從
 
つ
て
 
境
遇
に
 
ぼ
 鹿
し
て
 
咄
 ̂
 
に
 i
 

く
 
事
が
 
a? 來

 な
い
。
 
時
々
 
私
 は
 思
 
ひ
も
 
よ
ら
な
い
 
や
う
な
 
事
 を
す
 
る
が
、
 
そ
れ
 
は
 咄
嗟
の
 
出
來
 
事
で
 
は
な
い
。
 
私
な
 
り
に
 
永
く
 
ド 

, 

私
の
 
父
と
 
母
 
 

/ 
九
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一一
 

一
九
 

〇
 

こ 
f
c
 
 
U
.
 
 

あら かじ 

た
 

後
に
 

す
る
 

事
お
。
 

唯
 

そ
れ
 

を
豫
め
 

相
談
し
 

な
い
だ
 

け
の
 

事
 

だ
。
 

か
う
 

い
ふ
 

性
質
 

を
 

有
っ
て
、
 

私
の
 

家
の
 

や
う
な
 

家
に
 

長
男
に
 

生
 

L 

た
 

私
 

だ
か
ら
，
 

自
分
 

Q
 

志
す
 

道
に
 

も
 

飛
躍
的
に
 

入
れ
す
、
 

か
う
 

遲
れ
 

た
の
で
 

1 あ
ら
う
 

と
 

S
 

ふ
。
 

父
 

は
 

長
男
た
 

る
 

私
に
 

對
 

し
て
 

は
、
 

殊
に
 

峻
 

酷
な
 

敎
育
 

を
し
た
 

C 
小
さ
い
 

時
か
ら
 

父
の
 

前
で
 

膝
 

を
 

崩
す
 

事
 

は
 

許
さ
れ
な
か
っ
た
。
 

朝
 

は
 

冬
で
 

も
 

日
の
 

明
け
く
 

に
 

起
さ
れ
て
、
 

庭
に
 

出
て
 

立
 

木
 

打
ち
 

を
 

や
ら
さ
れ
た
り
、
 

馬
に
 

乘
 

せ
ら
れ
た
 

り
し
た
。
 

母
か
ら
 

は
舉
 

校
か
ら
 

歸
 

る
と
 

論
語
と
 

か
孝
經
 

と
か
 

を
讀
 

ま
せ
ら
れ
 

た
の
で
 

あ
る
。
 

一
意
 

意
味
 

も
 

判
ら
す
、
 

素
讀
 

す
る
 

の
で
 

あ
る
が
、
 

よ
く
 

母
か
ら
 

銳
 

く
と
 

ら
れ
 

て
め
 

そ
/
 

\
 

泣
い
た
 

事
を
 

記
憶
し
て
 

居
る
。
 

父
 

は
 

然
し
 

こ
れ
か
ら
の
 

人
間
 

は
 

外
 

國
人
を
 

相
手
に
 

す
る
 

の
で
 

あ
る
か
ら
 

外
國
 

語
の
 

必
要
が
 

あ
る
と
 

云
 

ふ
の
で
、
 

私
 

は
 

六
つ
 

七
つ
の
 

時
か
ら
 

外
國
 

人
と
 

一
所
に
 

居
て
、
 

擧
校
 

も
外
國
 

人
の
 

舉
 

校
に
 

入
っ
た
。
 

そ
れ
が
 

爲
め
 

に
小
舉
 

校
に
 

入
っ
た
 

時
に
は
、
 

日
本
の
 

方
が
 

遲
れ
 

て
ゐ
 

る
の
で
、
 

速
成
の
 

舉
 

交
に
 

通
っ
た
。
 

小
さ
い
 

時
に
は
 

芝
居
 

そ
の
外
の
 

諸
 

興
行
 

物
に
 

出
入
す
 

る
 

事
 

は
 

殆
ん
ど
 

無
か
っ
た
 

と
 

云
っ
て
 

可
い
 

位
で
，
 

今
の
 

普
通
.
 

の
 

家
庭
で
 

は
 

S
 

像
 

も
 

出
来
な
い
 

程
 

頑
固
で
あ
っ
た
。
 

男
が
 

紊
 

り
に
 

笑
っ
た
り
、
 

口
 

を
 

利
く
 

も
の
で
 

は
な
い
 

と
 

云
 

ふ
 

事
が
、
 

父
の
 

敎
 

へ
た
 

處
 

世
道
德
 

の
 

一
つ
だ
っ
た
。
 

尤
も
 

父
 

は
 

私
の
 

弟
 

以
下
に
 

は
餘
り
 

烈
し
い
、
 

ス
パ
ル
タ
 

風
の
 

敎
育
 

は
し
な
か
っ
た
。
 

父
 

も
 

若
い
 

時
 

は
 

そ
の
 

社
交
界
の
 

習
慣
に
 

從
 

つ
て
 

隨
分
大
 

酒
家
で
あ
っ
た
。
 

然
し
 

何
時
頃
 

か
ら
か
 

禁
酒
 

同
様
に
な
 

つ
て
，
 

僅
か
に
 

藥
 

代
り
の
 

晚
酌
 

を
す
 

る
 

位
に
 

止
ま
っ
た
。
 

酒
に
 

醉
 

つ
た
 

時
の
 

父
 

は
 

非
常
に
 

面
白
く
 

• 
無
邪
氣
 

に
な
っ
て
、
 

ま
る
で
 

年
寄
っ
た
 

子
供
の
 

や
 

う
で
あ
っ
た
。
 

其
の
 

無
 

邪
氣
さ
 

加
減
に
 

は
 

誰
で
も
 

I
-
 

き
 

出
さ
す
 

に
 

は
 

居
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

父
の
 

道
樂
と
 

云
へ
ば
 

讅
位
 

で
あ
っ
た
。
 

謠
は
隨
 

分
 

長
い
間
 

や
っ
て
 

ゐ
 

た
が
、
 

そ
の
 

割
り
に
 

一
向
 

進
歩
し
 

な
い
や
う
 

で
あ
っ
た
 

o 
一 

體
，
^
 

の
 

家
 

は
 

音
 

樂
に
對
 

す
る
 

趣
味
 

は
 

貧
弱
で
、
 

^
な
ど
 

も
 

聽
く
事
 

は
 

好
き
で
 

あ
る
が
、
 

そ
れ
に
 

十
分
の
 

理
解
 

を
 

持
ち
，
 

#
な
 

い
の
は
、
 

一
 

生
の
 

大
損
 

失
 

だ
と
 

思
っ
て
 

ゐ
る
。
 

(
一
九
〗
 

ベ
 

年
 

十
二
月
、
 

中
央
 

公
論
：
 

所
載
)
 



著
作
 
集
に
 
就
い
て
 

こ
の
^
か
ら
 
私
の
 
著
作
 
集
の
 
刊
行
 
は
 私
の
 
友
の
 
足
 助
 素
 
一
 が
 や
っ
て
 
く
れ
る
 
事
に
 
な
り
ま
し
た
。
 

從
 
つ
て
 
新
潮
 
社
と
 
は
關
 
係
が
 
絶
 

た
れ
る
 
事
に
な
る
 
譯
 で
す
。
 

私
の
 
著
作
 
集
の
 
刊
行
 
を
 企
て
 
、
く
れ
た
の
 
は
 新
潮
 
社
で
し
た
。
 
寶
れ
 
て
も
資
 
れ
 な
く
て
も
 
刊
行
 
を
^
け
 
て
 
も
ら
 
ひ
た
い
と
 
云
 ふ
仪
 

の
 要
求
 
を
 快
く
 
承
諾
し
て
 
く
れ
た
 
代
り
に
，
 

私
 も
 書
冊
の
 
形
で
 
は
こ
の
 
著
作
 
集
の
 
外
に
 
は
 作
物
 
を
發
 
表
し
な
い
 
約
束
 

• 
し
た
の
で
 
し
 

た
。
 
新
潮
 
社
 は
 私
の
 
爲
 
め
に
 
は
 
十
分
 
滿
 足
な
 
働
き
 
を
し
て
 
く
れ
ま
し
た
。
 

そ
れ
 
を
 
私
 は
 始
め
か
ら
 
今
に
 
至
る
 
ま
で
 
深
く
^
 
ん
で
ゐ
 
る
 

の
で
す
。
 

足
 助
が
 
刊
行
の
 
事
 を
 申
し
出
て
 
く
れ
た
 
時
、
 
彼
の
 
永
年
の
 
深
厚
な
 
友
情
と
 
好
意
と
 
が
 あ
る
に
 
も
 
係
 は
ら
す
、
 
私
 は
 彼
 を
 
一
時
 
は
-
小
 

快
に
 
す
る
 
ま
で
 
諾
否
 
を
 躊
躇
し
 
ま
し
た
。
 
そ
れ
 
は
 新
潮
 
社
に
 
對
 し
て
 
如
何
に
も
 
義
理
が
 
立
た
な
い
 
と
 
思
っ
た
 
か
ら
で
す
。
 
然
し
 
足
 助
 

が
^
の
 
作
物
 
を
 刊
行
し
 
よ
う
と
い
 
ふ
 事
情
 
は
 非
常
に
 
緊
迫
し
た
 
も
の
な
 
の
で
、
 
そ
れ
 
を
 
熱
 慮
し
て
 
见
 る
と
、
 
ど
う
し
て
も
 
默
 
つ
て
 
は
 

ゐ
ら
れ
 
な
く
な
り
ま
し
た
。
 

そ
こ
で
 
私
 は
 押
し
切
っ
て
 
新
潮
 
社
の
 
主
人
 
佐
 一
 i 氏
に
 
相
談
す
 
る
 事
に
 
な
り
ま
し
た
。
 
^
藤
氏
 
は
 足
 助
と
 

私
と
の
 
心
事
と
 
誠
實
 
と
を
諒
 
と
し
、
 
色
々
 
の
 忍
び
難
い
 
事
情
 
を
 
喜
ん
で
 
忍
ん
で
、
 
今
後
の
 
こ
の
 
舉
^
 

一  切
 を
 
足
 助
の
 
乎
に
 
委
ね
て
 
く
 

れ
ら
れ
 
ま
し
た
。
 

私
は
玆
 
に
こ
の
 
事
業
の
 
授
受
が
 
凡
て
 
商
賫
氣
 
を
 離
れ
た
 
友
誼
 
的
 關
係
を
 
以
て
 
行
 は
れ
た
 
事
 を
 
深
く
 
滿
足
 
と
す
る
 
も
の
で
す
。
 

-」 の
 

事
 を
 新
潮
 
社
の
 
名
 譽
の
爲
 
め
に
 
私
は
讀
 
お
 諸
君
に
 
ぉ
齿
 
げ
す
る
 
義
務
 
を
 感
じ
ま
す
。
 

私
の
 
友
な
る
 
足
 助
が
 
私
の
 
爲
 
め
に
 
著
作
 
集
の
 
刊
^
 
を
 企
て
 

ゝ 
く
れ
た
 
事
 を
 
私
 は
お
 
持
よ
 
く 
思
 
ひ
ま
す
。
 
足
 助
は
少
 
く
と
 
も
^
 
分
に
 

著
作
 
集
に
 
就
い
て
 
 

一二 ォ
』
 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

三
 

九
 

一一
 

そ
の
 

全
 

努
力
 

を
 

私
の
 

著
作
 

集
の
 

刊
行
の
 

爲
 

め
に
 

費
や
し
て
 

く
れ
る
 

譯
 

な
の
で
す
。
 

私
 

は
 

彼
の
 

友
情
と
 

奮
勵
 

と
に
^
 

ハ 
感
謝
 

を
 

持
た
 

ざ
 

る
 
を
 得
 ま
せ
ぬ
。
 

へ
 

一
九
 

一 
八
 

年
 

九
月
 

ノ 
V
 

著
作
 

集
 

第
六
輯
 

j
 

書
冊
の
 

形
で
す
 

る
 

私
の
 

創
作
 

感
想
 

等
の
 

發
表
 

は
、
 

こ
の
 

「
著
作
 

集
」
 

の
み
に
 

依
る
 

こ
と
、
 

し
ま
す
 

C 
私
の
 

生
活
 

を
 

投
入
す
 

る
 

も
の
 

は
 

こ
の
 

集
の
 

外
に
あ
り
ま
せ
ん
。
 と
ま
，
.
 

C 
私
 

は
 

1 
侗
の
 

人
^
で
 

あ
り
た
い
：
 

そ
れ
 

を
 

信
じ
て
 

下
さ
い
，
、
 

あ
な
た
と
 

私
と
 

を
 

結
び
 

附
 

け
た
 

®
 

緣
に
對
 

し
て
 

感
謝
す
 

る
。
 

而
 

し
て
 

あ
な
た
に
 

私
の
 

最
上
の
 

祈
願
 

を
 

捧
げ
る
。
 

こ 
の
 

集
 

を
 

顧
み
て
 

下
さ
る
 

方
に
 

私
 

は
敢
て
 

か
う
 

申
し
ま
す
。
 

へ
 

一
九
 

I 
八
 

年
 

十
 

1 
" 

i 
一 
著
作
 

％
 

笫
 

七
輯
〉
 



生
れ
 

出
 

づ
る
惱
 

み
 

こ
の
 

轉
に
 

集
め
た
 

「
石
に
 

ひ
し
 

が
れ
た
 

雜
草
」
 

は
 

「
太
陽
」
 

に
 

掲
載
し
、
 

「
生
れ
 

出
 

づ
る
惱
 

み
」
 

は
 

大
阪
^
 

曰
 

新
聞
に
 

連
叔
屮
 

の
爲
 

め
に
 

中
絶
し
て
 

ゐ
 

た
の
 

を
 

完
成
し
た
 

も
の
 

だ
。
 

前
者
 

は
 

そ
の
 

題
材
 

を
 

他
人
の
 

嗨
話
 

か
ら
 

得
た
。
 

私
 

は
 

そ
の
 

話
 

を
^
 

か
さ
れ
た
 

時
 

か
ら
 

そ
の
 

主
人
公
に
 

對
 

し
て
 

深
く
 

考
 

へ
さ
せ
ら
れ
た
。
 

而
 

し
て
 

「
宣
 

一一
 

一一！
 

I」
 

を
甞
 

い
た
 

時
の
 

心
 

持
 

を
も
う
 

一
度
^
 

返
し
て
 

n
 

分
に
：
？
 

V
 

ゥ 

な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

必
要
 

を
 

感
じ
た
。
 

愛
が
 

正
當
に
 

取
扱
 

は
れ
た
 

楊
 

合
と
 

不
正
 

當
に
 

取
扱
 

は
れ
た
^
 

合
と
 

か
ら
 

來
る
 

恐
ろ
し
い
 

隔
た
 

り
を
兒
 

窮
め
て
 

見
よ
う
と
 

し
た
。
 

題
 

村
の
 

排
列
か
ら
 

云
 

ふ
と
、
 

こ
の
 

ー
篇
は
 

造
作
に
 

過
ぎ
る
 

と
 

云
 

は
れ
る
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

然
し
 

心
 

の
 

過
程
か
ら
 

云
 

ふ
な
ら
、
 

私
と
 

し
て
 

は
眞
實
 

を
 

一
歩
で
 

も
 

離
れ
て
 

は
ゐ
 

な
い
 

と
 

思
っ
て
 

ゐ
る
。
 

私
 

は
 

「
生
れ
 

出
 

づ
る
惱
 

み
」
 

に
 

於
て
 

凡
て
、
 

誕
生
 

を
 

待
つ
 

よ
き
 

魂
に
 

對
す
ス
 

謙
遜
な
 

讚
歌
 

を
唱
 

へ
よ
う
と
 

し
た
：
 

.E
 

然
は
 

大
き
な
 

ま
^
だ
。
 

私
 

は
 

そ
の
^
;
 

お
？
、
 

： 
隅
に
 

つ
 

つ
ま
し
く
 

坐
っ
て
 

華
や
か
な
 

誕
生
 

を
 

祝
す
 

る
 

歌
手
で
 

あ
り
た
い
。
 

生
れ
 

出
づ
 
る
^
み
 
 

！！
 

-九
 



有
 
島
武
郎
 
全
集
 

笫
五
 
(
せ
 
 

一一； 九
 四
 

小
 

さ
 
き
 
者
 

へ
 

こ
の
 
8
：
 に
 は
 私
の
 
小
品
 
七
 種
 を
 集
め
た
。
 

あ
る
 
物
に
 
は
 私
の
 
經
驗
が
 
可
な
 
り 
直
接
に
 
取
り
扱
っ
て
 
あ
る
。
 
文
 擅
の
 

部
で
 
は
藝
術
 

と
 
云
 ふ
 事
が
 
出
来
な
い
 
と
 
非
難
さ
れ
 
た
も
の
 
だ
。
 
あ
る
 
物
に
 
は
 私
か
ら
 
思
 
ひ
 切
り
 
飛
び
離
れ
た
 
生
活
が
、
 

私
 
一
 箇
の
 
批
判
の
 
對
 象
と
 

し
 寓
意
の
 
賓
 主
と
し
て
 
描
か
れ
て
 
ゐ
る
。
 
こ
れ
 
亦
 文
壇
の
 
一
部
か
ら
 
生
命
の
 
な
い
 
平
寫
 
と
し
て
 
非
難
さ
れ
 
た
も
の
 
だ
。
 
私
 は
 然
し
 
恐
 

れ
 な
い
で
、
 
其
 等
の
 
作
品
 
を
 
私
の
 
著
作
 
集
の
 
中
に
 
組
み
入
れ
る
。
 

何
 
者
 私
自
身
 
は
是
 
等
の
 
作
品
 
を
恥
ぢ
 
な
い
か
ら
 
だ
。
 
而
 し
て
 
そ
れ
 

は
 私
の
 
生
活
と
 
は
や
 
は
り
 
分
離
す
 
る
 事
が
 
出
来
な
い
 
と
 
思
 
ふ
か
ら
 
だ
。
 



初
期
 

及
 

年
代
 

不
明
 

評
論
 

隨
筆
 

ス
 
生
の
 
歸
趣
 

(
獨
 立
と
 
服
從
)
 

人
 
は
 終
局
に
 
於
て
、
 
到
底
 
瞹
昧
 
な
る
 
地
に
 
立
つ
 
を
肯
 
ん
ぜ
 
ざ
る
 
本
能
 
を
 有
す
、
 
吾
人
の
 
有
す
る
 
結
論
の
^
 
は
、
 
唯
 
「
然
 り
然
 
り
^
 

な
 否
な
」
 
な
る
、
 
然
定
と
 
否
定
と
の
 
何
れ
 
か
に
 
歸
 
せ
ざ
る
 
可
ら
 
す
、
 
自
餘
 
の
模
稜
 
な
る
 
字
句
、
 

こ
れ
 
を
 
反
す
る
 
千
离
 
な
る
 
も
，
 

. た
 人
 

の
 良
心
 
は
 決
し
て
 
滿
 足
せ
ざ
る
 
な
り
。
 

吾
人
 
は
此
に
 
於
て
 

一
 の
 問
題
に
 
遭
遇
す
べ
し
、
 

：！： ぞ
ゃ
、
 
人
は
獨
 
立
す
べ
き
 
者
な
る
 
や
、
 
服
從
 
す
べ
き
 
者
な
る
 
や
、
 
是
れ
 
た
り
。
 

此
の
 
極
め
て
 
緊
要
な
る
 
問
題
 
は
、
 
今
や
 
全
く
 
衆
人
の
 
足
下
に
 
蹂
躏
 
せ
ら
れ
、
 
或
は
 
迂
遠
 
虚
，
、
 
半
 顧
 
の
^
だ
に
 
な
き
お
と
—
 
 

、 
^
は
 

平
凡
 
尊
 常
、
 
問
題
と
 
し
て
 
攻
究
す
 
る
の
 
要
な
 
き
 者
と
 
す
。
 
何
等
の
 
近
眼
 
ぞ
、
 
何
等
の
 
無
謀
 
ぞ
 、
「
命
令
す
 
る
 能
 は
す
^
 
從
 す
る
 
能
 
は
 
ざ
 

る
 者
 は
、
 
無
用
の
長
物
 
な
り
」
 

と
 
は
、
 
先
人
の
 
唱
道
す
 
る
 所
、
 
然
り
 
此
の
 
問
題
 
を
 解
釋
 
せ
す
 
し
て
、
 
人
類
の
 
立
脚
 
は
 極
め
て
 
曖
^
た
 

り
、
 
極
め
て
 
模
稜
 
な
り
、
 
か
&
る
 
渾
沌
な
る
 
基
礎
の
 
上
に
 
は
、
 
空
想
の
 
蜃
 氣
樓
 
だ
に
 
建
設
し
 
得
 可
ら
 
す
と
 
知
ら
す
 
や
。
 

然
 ら
ば
 
我
 は
 服
從
す
 
可
き
 
か
、
 
獨
 立
す
べ
き
 
か
。
 

服
 從
と
は
 
由
來
輕
 
蔑
の
 
別
稱
 
な
る
 
が
 如
し
、
 
服
從
 
に
附
帶
 
す
る
 
義
務
と
 
し
て
 
は
、
 
身
體
 
の
^
 
縛
と
、
 
意
志
の
 
制
^
 
あ
り
、
 
^
¥
 

し- 

不
幸
と
，
 
飮
 泣
と
、
 
乾
 笑
と
 
は
、
 
呰
服
從
 
の
 結
^
よ
り
 
來
る
、
 
而
 し
て
 
特
權
と
 
し
て
 
は
、
 
何
者
 
も
附
與
 
せ
ら
れ
ざ
る
 
な
り
、
 
奴
^
,
"
 

生
涯
 
は
 服
從
の
 
生
涯
な
 
り
、
 
牛
馬
の
 
生
涯
 
は
 服
從
の
 
生
涯
な
 
り
，
 
赍
 任
を
擔
 
ふ
の
 
男
氣
 
な
く
、
 

，1 に
 汁
し
て
，
 M
 ら
お
 
は
ん
と
す
 
る
の
 

忍
耐
な
 
く
，
 
體
面
を
 
維
持
 
せ
ん
と
す
 
る
 廉
恥
心
な
 
く
、
 
阅
 沿
 突
 梯
を
 
是
れ
 
事
と
 
し
て
、
 
彼
に
 
阿
附
 
し
、
 
^
に
 

し
、
 

一 =
 
の
餐
、
 

ん 
生
の
 
歸
趣
 
 

： 
九： 五

 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

笫
 
せ
 
 

一一
 

一
九
 

六
 

半
夜
の
 

睡
の
爲
 

め
の
 

故
に
、
 

已
れ
の
 

品
位
 

を
 

失
墜
し
て
 

顧
み
ざ
る
 

は
、
 

知
ら
す
 

人
類
と
 

し
て
 

生
ま
れ
 

大
に
 

到
達
す
べ
き
 

意
志
 

を
 

享
受
せ
 

る
 

者
の
 

行
爲
 

な
る
 

か
、
 

我
 

は
 

我
と
 

同
等
な
る
 

人
間
に
，
 

無
限
の
 

服
從
 

を
敢
 

て
す
 

る
 

能
 

は
ざ
る
 

な
り
、
 

我
 

は
 

牛
馬
た
 

ら
ん
よ
り
 

は
、
 

寧
 

ろ
 

千
里
 

渺
漠
 

た
る
 

沙
漠
に
 

退
き
、
 

獨
；
 

K
 

地
 

を
啤
 

睨
す
 

る
 

獅
子
 

王
た
 

ら
ん
，
 

我
 

は
扠
隸
 

た
ら
ん
 

よ
り
 

は
、
 

寧
ろ
 

ま
 

配
 

者
の
 

手
及
ズ
 

ざ
る
 

^
域
に
 

去
り
 

蠻
禽
 

野
獸
と
 

伍
し
て
 

自
由
 

を
完
 

う
せ
ん
、
 

我
に
 

枉
ぐ
 

可
き
 

の
 

意
志
な
 

く
、
 

矯
む
 

可
き
 

の
 

情
な
く
、
 

而
 

し
て
 

寶
る
可
 

き
 

の
 

知
識
な
 

し
、
 

我
 

は
 

我
の
 

我
に
 

し
て
 

他
人
の
 

我
に
 

あ
ら
す
、
 

我
は
獨
 

立
す
 

可
き
 

者
な
 

り
。
 

此
の
 

男
ら
し
き
 

潔
き
 

觀
悟
は
 

• 
寳
に
 

吾
人
が
 

r
 

獨
 

立
と
 

服
 

從
 

な
る
 

問
題
」
 

に
 

接
し
て
、
 

必
然
 

喚
起
す
 

る
 

所
な
る
 

可
し
、
 

然
り
 

是
れ
吾
 

人
の
 

父
祖
が
 

有
せ
し
 

觀
悟
 

に
し
て
、
 

殊
に
 

才
能
 

あ
り
 

知
識
 

あ
る
 

拔
 

群
の
 

人
に
 

よ
り
て
、
 

實
行
 

せ
ら
れ
ん
 

と
せ
し
 

所
な
 

り
き
，
 

> 
 

彼
等
 

は
 

衆
 

愚
 

を
 

足
下
に
 

拜
 

跪
せ
 

し
む
る
 

の
み
な
ら
 

す
、
 

山
 

を
し
て
 

頓
首
 

せ
し
め
、
 

海
 

を
し
て
 

立
拜
 

せ
し
め
ん
 

と
し
、
 

河
に
 

は
 

頌
歌
 

を
耍
 

求
し
、
 

野
に
 

は
 

貢
獻
を
 

嚴
 

命
し
、
 

地
球
 

を
 

脚
下
に
 

踏
み
て
、
 

指
 

間
 

天
 

上
の
 

星
 

を
 

弄
せ
ん
 

と
せ
り
、
 

苟
も
 

獨
 

立
と
 

云
 

ふ
、
 

些
少
な
る
 

服
 

從
の
意
 

を
 

も
 

含
蓄
す
 

可
き
 

に
あ
ら
 

す
、
 

彼
等
 

は
智
 

に
よ
り
、
 

情
に
 

よ
り
、
 

或
は
 

意
志
に
 

よ
り
て
 

實
に
之
 

を
 

試
み
し
，
 

H 
り
。
 

知
識
 

は
 

着
々
 

歩
 

を
 

進
め
つ
 

k 
あ
り
-
 

金
 

鱗
 

を
 

振
 

ふ
 

胡
蝶
と
、
 

醜
 

土
に
 

輾
轉
 

す
る
 

毛
蟲
 

と
の
 

關
係
を
 

知
ら
 

ざ
り
 

し
 

昔
時
の
 

大
舉
者
 

は
 

現
今
の
 

小
舉
 

生
の
 

知
識
 

だ
に
 

有
せ
 

ざ
り
 

し
な
り
 

J 
人
間
が
 

粘
土
よ
り
 

造
ら
れ
た
 

り
と
 

稱
 

す
る
 

神
舉
說
 

は
、
 

進
化
論
の
 

打
破
し
て
 

餘
 

さ
に
 

る
 

所
な
 

り
。
 

知
識
 

は
 

巨
 

萬
の
 

富
 

を
 

積
ま
し
 

む
 

可
し
、
 

種
々
 

な
る
 

娛
樂
を
 

供
す
 

可
し
、
 

交
通
 

機
關
 

に
よ
り
て
、
 

時
間
 

的
に
 

地
 

求
 

は
 

縮
小
 

せ
ら
れ
、
 

有
用
 

地
の
 

開
發
 

に
よ
り
て
、
 

利
用
 

上
よ
り
 

地
球
 

は
增
大
 

せ
ら
れ
た
り
、
 

嗚
呼
、
 

知
識
 

は
 

偉
大
な
 

り
、
 

知
識
の
 

進
歩
 

は
最
 

重
 

ぜ
 ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 

し
か
も
 

讀
者
 

よ
、
 

知
識
の
 

進
歩
の
 

み
が
 

重
す
 

可
き
 

者
に
 

あ
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

知
識
 

は
 

吾
人
に
 

獨
 

立
を
與
 

ふ
る
に
 

於
て
、
 

最
大
な
る
 

資
 

格
を
缺
 

け
り
、
 

吾
人
の
 

知
識
 

は
發
 

見
し
 

得
 

可
し
、
 

發
 

明
し
 

得
 

可
し
、
 

し
か
も
 

創
造
 

(c
re
at
e)
 

し
 

得
ざ
る
 

な
り
、
 

吾
人
に
 

創
造
の
 

力
な
く
 

し
て
 

絕
對
の
 

獨
立
は
 

買
 

ひ
 

得
 

可
き
 

に
あ
ら
 

す
。
 

「
渺
漠
 

た
る
 

眞
理
の
 

海
濱
に
 

於
て
、
 

我
 

は
 

砂
礫
の
 

二
三
 

を
 

拾
 

ひ
し
に
 

過
ぎ
す
」
 

と
 

は
、
 



常
に
 
謙
遜
な
る
 
智
者
の
^
 
頭
に
 
あ
る
 
可
き
 
の
 語
な
 
リ" 

$
.
 

南
 风
大
に
 
過
ぎ
ざ
る
 
頭
 腦
を
振
 
ひ
、
 
知
識
 
を
 以
て
，
 

I
S
 封
の
 
獨
立
 
を
 

^
ふ
^
し
と
 
す
る
 
傲
授
 
無
謀
な
る
 
智
者
よ
、
 
來
 
つ
て
 
バ
イ
"
 
ン
の
筆
 
を
呵
 
し
て
、
 
汝
を
 
叱
す
 
る
聲
に
 
聞
か
す
 
や
。
 

•  But  grief  sllculd  ho  thie  instructor  or  the  wise  ； 

S
o
r
r
o
w
 
 is  k

n
o
w
l
e
d
g
e
 
 ；  they  wlio  b

l
o
w
 
 the  most 

IVIust  m
o
u
r
n
 
 the  deepest  o-er  the  Iata-1  truth. 

T
h
e
 
 l"ree  of  K

n
o
w
l
e
d
g
e
 
 is  not  that  of  riltj. 

然
ら
ば
 
我
情
に
 
よ
り
て
 
獨
立
を
 
買
 
ふ
べ
き
 
か
、
 
我
の
 
情
は
溪
 

よ 美
妙
な
る
 
樂
 土
に
 
遊
ば
ざ
る
 
に
あ
ら
 
す
、
 

幽
^
な
る
.
：
：
 水
^
に
 

跳
 よ
ら
ざ
る
 
に
あ
ら
 
す
、
 
情
 は
 吾
人
 
を
 最
も
 
高
遠
な
る
 
處
に
 
導
き
 
得
 可
し
 

* 
想
像
の
 
翼
に
 
乘
 じ
て
 
神
殿
の
 
玉
座
に
 
倚
り
、
 

卞
{
 山. て

^
 

呼
の
 
問
に
 
動
か
し
む
 
る
 
も
、
 
或
は
 
難
事
に
 
あ
ら
ざ
る
 
が
 如
し
、
 
さ
れ
 
ど
も
 
吾
人
 
は
、
 
此
の
 
情
の
 
九
天
に
 
至
り
 
得
る
 
と
问
 
時
に
、
 
货
^
 

に
も
り
 
易
き
 
を
 
思
 は
ざ
る
 
可
ら
 
す
、
 
吾
人
の
 
先
涯
は
 
劣
情
と
の
 
苦
闘
に
 
は
 
あ
ら
ざ
る
 
な
き
 
か
。
 
我
 自
ら
 
顧
み
て
 

一 日
の
 
行
 は
 を
 
思
 
ふ
 

^
に
實
 
に
 未
だ
 
嘗
て
 
此
の
 
歎
な
 
く
ん
ば
 
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 
誘
惑
の
 
悪
魔
 
は
 多
く
 
淸
 中
に
 
潜
ん
で
 
來
る
，
 
我
 情
 は
 
我
 S
 身
の
 
力
に
 
て
 S
 

.3 に
 使
役
 
せ
ん
に
 
は
、
 
餘
 り
に
 
大
に
 
過
ぎ
た
り
。
 

一
 劣
情
 
を
矯
 
む
れ
ば
 

一
 劣
情
 
從
 
つ
て
 
起
り
、
 
朝
 來
の
聖
 
想
は
變
 
じ
て
 
夜
^
の
^
^
 

と
な
る
。
 
不
潔
の
 
淚
、
 
不
純
の
 
笑
、
 
唯
眦
 
Q
 怨
、
 
匹
夫
の
 
忿
、
 
相
 錯
綜
し
て
 
襲
 
ひ
來
る
 
時
、
 
自
ら
 
こ
れ
 
を
 制
せ
ん
 
と
し
て
、
 
「
^
叱
 
我
 

れ
 な
や
め
る
 
人
な
る
 
哉
」
 
の
 歎
 聲
を
發
 
せ
ざ
る
 
者
 鬼
し
て
 
誰
 ぞ、」 

一
時
に
 
熱
し
、
 

一
時
に
 
冷
え
、
 
忽
ち
 
天
上
の
 
人
と
な
り
、
 

忽
ち
 
地
 

下
の
 
鬼
と
 
な
る
、
 
我
 此
の
 
如
き
 
情
 を
 
抱
懐
し
て
、
 
到
底
 
絡
 對
の
獨
 
立
 を
 買
 
ひ
 得
 可
き
 
に
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 

ぃ3 ギ M 

然
 ら
ば
 
意
志
 
を
 
以
て
 
か
、
 
然
り
 
古
來
 
意
志
 
を
 以
て
 
獨
立
を
 
買
 
は
ん
と
せ
 
し
 人
 
は
 甚
だ
 
多
 か
り
き
。
 
人
の
 
隸
 

た
る
 
を
 M
 し
と
せ
 
ざ
 

る
 人
 
は
，
 
意
志
の
 
人
な
 
り
し
が
 
故
に
、
 
彼
等
 
は
 意
志
 
を
激
勵
 
し
て
、
 
IK に

も
 
地
に
 
も
獨
立
 
せ
ん
と
せ
 
り
。
 
懸
軍
^
 

ffi. 
馬
 を
 
丫
ン
，
 タ
ス
 

河
畔
に
 
立
て
、
 
泣
て
 
征
服
す
べ
き
 
地
の
 
盡
 き
た
る
 
を
洪
 
歎
せ
 
し
 人
、
 
亞
弗
利
 
加
の
 
征
服
 
を
 終
へ
、
 
華
 S< な

る
 
凱
旋
 
を
な
 
し
て
 
羅
 W
W
 

人
生
の
 
歸
趣
 
 

一 二 九
 
七
 



^
鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

一一
 

It
 

八
 

に
歸
る
 

や
、
 

元
老
院
に
 

報
告
し
て
、
 

「
余
 

は
 

来
れ
り
、
 

余
 

は
 

見
た
り
、
 

余
 

は
 

征
服
せ
 

り
」
 

と
 

云
へ
 

る
 

人
 

は
 

街
 

是
れ
 

な
り
。
 

彼
等
 

は
 

所
 

pc
 

衆
人
の
 

觀
て
 

以
て
 

獨
 

立
の
 

人
と
 

な
す
 

者
な
 

り，
、 

彼
等
 

は
 

震
 

性
 

を
 

有
す
る
 

人
類
 

を
 

見
る
 

こ
と
 

糞
土
の
 

如
く
、
 

苟
も
 

已
れ
の
 

意
志
 

を
 

行
 

は
 

ん
が
爲
 

め
に
 

は
、
 

親
子
 

も
 

朋
友
 

も
 

共
に
 

镶
牲
 

と
な
し
て
 

憚
ら
ざ
る
 

者
な
 

り
き
、
 

し
か
も
 

歷
史
 

あ
り
て
 

以
來
、
 

意
志
に
 

依
り
て
 

絕
對
の
 

獨
立
を
 

得
し
 

人
 

は
 

果
し
て
 

あ
り
 

や
。
 

彼
等
 

は
 

僅
か
に
 

惡
 

魔
よ
り
も
 

弱
き
 

事
 

あ
る
 

人
類
の
 

一
時
 

代
を
壓
 

服
し
て
-
 

以
て
 

得
た
り
 

と
な
せ
 

し
に
 

過
ぎ
ざ
る
 

に
あ
ら
 

す
 

や
。
 

「
火
藥
 

の
 

爆
發
の
 

如
く
、
 

枯
 

草
の
 

燃
 

燒
 

0
 

如
く
、
 

一
時
 

全
世
界
 

は
焰
 

煙
の
 

包
圍
 

す
る
 

所
と
 

な
り
た
る
 

に
 

似
た
り
。
 

し
か
も
 

そ
 

は
 

僅
か
に
 

1 
時
の
 

み
 

。
世
界
 

は
 

萬
 

古
の
 

高
山
と
 

淸
 

流
と
 

を
 

以
て
、
 

上
に
 

は
 

宿
參
、
 

下
に
 

は
 

沃
土
、
 

依
然
と
し
て
 

損
益
す
 

る
と
 

こ
ろ
な
 

き
な
り
 

ピ
 

と
 

は
カ
丄
 

フ
ィ
ル
が
、
 

彼
等
の
 

事
業
 

を
 

罵
 

飼
せ
 

る
の
 

語
、
 

嗚
呼
 

然
り
。
 

其
の
 

劍
は
 

渺
漠
 

た
る
 

大
ぎ
を
 

征
服
せ
 

し
ゃ
、
 

其
^
^
^
^
 

V
 

た
 

る
 

北
 

斗
 

を
 

麾
き
拜
 

せ
 

し
め
し
 

や
。
 

H 
ヂ
プ
 

ト
を
征
 

せ
ん
と
し
て
 

奈
翁
戰
 

艦
 

を
馳
 

せ
て
 

地
中
海
 

を
 

過
ぐ
。
 

彼
の
 

胸
中
 

傲
然
と
 

し
て
 

天
地
 

空
し
き
 

の
概
 

あ
り
し
 

な
ら
ん
。
 

し
か
も
 

海
上
 

一
夜
，
 

星
斗
の
 

闌
干
 

と
し
て
 

永
遠
の
 

光
に
 

瞬
け
 

る
 

を
 

仰
ぐ
 

や
、
 

肅
 

然
と
し
て
 

こ
れ
 

を
 

指
し
、
 

無
神
論
 

を
 

喋
々
 

し
つ
 

>m
 

め
 

り
し
 

博
士
 

等
 

を
 

制
し
て
 

曰
く
，
 

「
靈
 

妙
の
 

論
な
る
 

か
な
、
 

諸
君
、
 

し
か
も
 

是
 

等
の
 

凡
て
 

は
 

誰
が
 

造
り
し
 

听
ぞ
」
 

と
，
 

こ
れ
 

「
不
可
能
」
 

は V、 

た
る
 

字
 

を
 

字
書
 

屮
に
揷
 

む
 

可
ら
 

す
と
 

云
 

ひ
し
 

其
の
 

人
 

Q
、
 

同
じ
き
 

口
角
に
 

發
 

し
た
る
 

驚
愕
の
 

聲
 

な
る
な
 

り
：
 

采
然
 

意
志
 

は
 

永
久
ま
で
 

延
，
.
 

： 
得
 

可
き
 

に
あ
ら
 

す
、
 

然
り
 

意
志
 

は.
 

絕
對
の
 

獨
立
を
 

買
 

ふ
に
 

足
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

嗑
然
 

ら
ば
 

我
 

何
 

を
 

以
て
 

獨
立
を
 

買
 

ふ
べ
き
 

ぞ
 

C 
情
を
滅
 

し
て
 

禪
 

僭
を
學
 

ば
ん
か
、
 

智
を
 

捨
て
、
^
 

漁
に
 

就
か
ん
 

か
、
 

S.
 

も
 

意
志
 

を
 

やつ. -I ノ
 
 
！
M
 
 

JJ.  コ .《  i  / 

拋
 

つ
て
 

俗
塵
 

を
嘗
 

む
る
 

を
 

事
と
 

せ
ん
か
、
 

天
稟
の
 

情
 

を
放
搏
 

し
て
 

枯
木
 

寒
巖
 

た
る
 

は
 

我
の
 

到
底
な
 

し
 

得
ざ
る
 

所
、
 

獲
得
し
た
 

る
 

僅
少
 

の
 

知
識
 

は
 

我
 

を
し
て
 

耜
 

櫓
に
 

安
 

ぜ
 

し
め
す
。
 

生
ま
れ
 

得
て
 

有
す
る
 

頸
骨
 

を
 

人
の
 

後
 

寧：
 

に
 

屈
す
る
 

は
 

我
の
 

極
め
て
 

堪
 

へ
ざ
る
 

所
な
 

り
。
 

此
に
 

於
て
 

か
 

進
ん
で
 

結
 

對
の
獨
 

立
を
爲
 

す
 

能
 

は
す
、
 

我
 

は
 

我
が
 

立
 

1：
 

の
 

模
糊
 

定
め
 

難
き
 

に
 

殆
ど
 

悶
 

結
 

せ
ん
と
す
 

る
な
.
 

リ
。
 



勢
逼
 
つ
て
 
此
に
迨
 
ば
^
、
 
先
づ
 
心
.
 v
 鎮
め
て
 
深
く
 
思
へ
、
 
吾
人
 
は
 遂
に
 
絶
對
 
的
に
 
然
"
 

と.. ム
ひ
、
 

KH と
-
 ム
ふ
能
 
は
ざ
る
 
か
、
 
挹
對
 

的
に
 
獨
立
を
 
爲
す
能
 
は
ざ
る
 
か
，
 
絕
對
 
的
に
 
服
従
 
を
 爲
す
能
 
は
ざ
る
 
か
、
 
^
人
の
 
良
心
 
は
 到
底
 
滿
足
の
 
結
句
 
を
 得
る
 
能
 は
す
し
て
 
止
 

む
べ
き
 
も
の
な
る
 
か
。
 
焉
ぞ
然
 
ら
ん
。
 

驕
^
に
 
し
て
し
 
か
も
 
卑
屈
な
る
 
人
の
 
心
よ
、
 
汝
は
 
神
の
 
心
に
 
あ
ら
す
、
 

惡
 魔
の
 
心
に
 
あ
ら
す
 
し
て
、
 
人
の
 
心
な
る
 
を
 忘
れ
し
 
か
。
 

汝
は
 
祌
に
對
 
し
て
 
獨
立
を
 
宣ーー 一一 n せ

ん
と
し
 
併
せ
て
 
惡
魔
，
 
對
 し
て
 
服
 從
を
爲
 
さ
ん
と
 
せ
り
。
 
正
義
 
を
 
正
^
と
し
て
^
 
敬
し
 
つ
 
、
し
か
 

も
こ
れ
 
に
據
 
る
を
爲
 
さ
す
、
 
俗
 慾
 
を
 俗
 慾
と
 
し
て
 
厭
惡
 
し
つ
 

ゝ 
し
か
も
 
こ
れ
 
を
 は
ん
と
し
 
て
お
 
齪
 せ
る
 
は
何
ぞ
 
や
。
 
汝
は
 
神
の
 
心
 を
 

は
ん
と
し
て
 
悪
魔
の
 
行
を
爲
 
せ
り
、
 
矛
盾
の
 
甚
 し
き
 
世
 寧
ろ
 
之
れ
 
に
 過
ぎ
た
 
る
 者
 あ
る
か
。
 

我
ヒ
マ
 
ラ
ャ
を
 
知
ら
す
 
ァ
 
ル
プ
ス
 
を
 
知
ら
す
、
 
唯
 嘗
て
 
小
な
る
 
日
本
の
 
高
山
 
富
士
を
 
攀
ぢ
た
 
る
の
 
み
、
 
し
か
も
 
此
の
 
倒
^
の
 
形
を
爲
 

せ
る
 
無
言
の
 
土
塊
が
 
我
に
 
與
 
へ
た
る
 
敎
 戒
は
尠
 
少
な
ら
 
ざ
り
 
し
な
り
"
 
敢
て
 
其
の
 

一
 を
 
語
ら
ん
 
か
 "
乂
 山
の
 
當
日
 
我
の
 
脚
 始
め
て
 
仰
ぎ
 

し
は
嘵
 
喑
尙
叫
 
邊
に
罩
 
り
た
る
 
時
な
 
り
き
。
 
地
に
 
は
 生
ま
れ
て
 
以
來
 
常
に
 
兑
て
 
厭
き
た
 
る
 草
と
 
木
と
 
人
と
 
馬
と
^
と
 
畑
と
 
あ
り
。
 

人
 

は
パ
 
ン
と
 
名
と
 
情
と
の
 
爲
 
め
に
 
安
息
の
 
時
た
 
る
 夜
 を
 
さ
 
へ
 泣
き
 
且
つ
 
笑
 
ひ
、
 偶
よ
 
結
べ
る
 
夢
 亦
^
 

i 
破
れ
ん
 
と
 
は
す
ら
ん
 
。
遠
く
 
眼
 を
 

巾
：
 大
の
 
彼
方
 
銀
河
の
 
傾
き
 
落
ち
ん
 
と
す
る
 
邊
に
擧
 
ぐ
れ
ば
 
富
嶽
 
居
然
 
頂
上
の
 
八
 峯
玲
瑜
 
と
し
て
 
星
宿
 
を
 冠
し
て
 
立
て
り
。
 
我
 此
に
至
 

り
て
 
登
臨
の
^
 
勃
 如
と
 
し
て
 
禁
す
る
 
能
 は
す
、
 
鐵
 脚
の
 
塵
を
拂
 
ひ
、
 金
剛
の
 
杖
 を
 振
 
ひ
、
 友
と
 
共
に
 
魚
 貰
し
て
 
登
り
、
 

叫
 八：： を

經
て
 
五
 

合
，
 
五
合
 
を
經
て
 
六
合
に
、
 
足
^
 
全
山
の
 
半
に
 
及
ば
ん
 
と
し
て
 
立
ち
て
 
顧
 望
す
 
る
に
、
 
何
事
 
ぞ
 雲
霧
^
 

八！：、 身
 を
 
立
て
し
 
膝
下
 
亦
 内
か
ら
 

ん
 と
す
。
 
先
に
 
見
し
 
所
の
 
莊
嚴
 
比
な
 
き
 
山
 巔
將
た
 
何
れ
の
 
處
ぞ
、
 
我
が
 
脚
 は
 疲
れ
た
り
、
 

我
が
，
 れ
 返
れ
り
、
 
偶
よ
 
伏
^
し
て
，
：
：
^
 
の
 

山
嵐
に
 
散
 じ
、
 

一
道
の
 
隙
を
爲
 
せ
る
 
間
よ
り
、
 

相
 豆
の
 
諸
 山
碧
翠
 
を
 射
 映
せ
る
 
を
昆
 
て
、
 
我
 は
^
へ
 

り
、
 
お
ら
ん
 
ゆ
 H
 ら
ん
^
、
 
 
K
 力 

し
て
 
登
る
 
事
 
一 萬
 
二
 千
 尺
、
 
天
に
 
近
き
 
事
 僅
か
に
 

一
 萬
 
二
 千
 尺
に
 
し
て
 
何
の
 
益
す
 
る
 處
ぞ
，
 

出
 
下
に
 
佧
味
 
あ
り
、
 

〈ケ、 は
あ
り
、
 
之
れ
 

ま 
み 

に
 就
て
 
地
上
の
 
山
川
と
 
再
び
 
相
毘
 
ゆ
る
の
 
易
に
 
し
て
 
快
な
る
 
に
 如
か
ん
 
や
と
。
 
か
く
て
 
我
 は
峯
上
 

一
夜
、
 
^
 海
 
の
渺
茫
 
と
し
て
 
山
 
U
 

人
生
の
 
歸
趣
 
 

！ 一一 九
九
 



^
鳥
 

武
^
 

仝
 

集
 
笫
艽
卷
 
 

闷
3
0
 

に
 

逢
す
 

る
 

時
.
 

獨
り
 

千
古
の
 

巨
巖
に
 

坐
し
、
 

肅
 

然
と
し
て
^
 

心
に
 

近
く
 

昇
れ
る
 

孤
月
 

輪
に
 

對
 

し
，
 

莊
嚴
悲
 

壯
の
致
 

を
 

極
め
た
ろ
^
 

地
の
 

大
 

文
章
に
 

接
す
る
 

快
 

を
 

知
ら
 

ざ
ら
ん
 

と
し
た
り
 

し
な
り
 

• 

〜
人
 

あ
り
 

山
腮
五
 

里
 

霧
の
 

裡
に
 

立
て
り
。
 

山
上
の
 

奇
を
 

見
ん
 

と
 

望
む
 

も
、
 

し
か
も
 

意
 

を
 

決
し
て
 

登
る
 

の
勇
氣
 

な
く
、
 

山
 

下
の
 

平
凡
 

を
 

惡
め
 

ど
も
し
 

か
も
 

亦
 

俗
 

樂
を
逐
 

は
ん
と
す
 

る
の
 

念
な
 

き
に
 

も
 

あ
ら
す
、
 

能
 

ふ
べ
 

く
ん
ば
.
 

^
が
 

を
辨
ぜ
 

ざ
る
 

霧
屮
 

に
あ
り
 

て
 

天
上
の
 

奇
 

と
 

地
下
の
 

快
と
 

を
 

併
せ
 

味
 

は
ん
と
す
 

る
 

あ
ら
ば
，
 

人
 

多
く
 

は
啞
 

然
と
し
て
 

其
の
 

愚
 

を
 

笑
 

ふ
べ
き
 

か
。
 

而
 

し
て
 

焉
ぞ
笑
 

ふ
 

者
の
 

屢
：
 

己
 

れ
の
愚
 

を
 

笑
 

ひ
つ
 

& 
あ
る
 

を
 

知
ら
ん
 

や
。
 

人
よ
 

偉
大
な
る
 

摟
閣
を
 

築
か
ん
 

と
せ
ば
 

先
づ
 

其
の
 

地
の
 

軟
土
を
 

深
 

掘
し
て
、
 

代
 

ふ
る
に
 

强
 

固
な
る
 

硬
 

石
 

を
 

以
て
す
る
 

に
あ
ら
 

す
 

や
。
 

お
に
 

渴
 

し
た
る
 

赤
 

兒
は
再
 

泣
き
て
 

母
の
 

膝
下
に
 

歸
り
來
 

る
に
 

あ
ら
す
 

や
、
 

汝
の
 

有
す
る
 

地
上
の
 

能
力
が
 

汝
を
絕
 

對
の
獨
 

立
に
 

導
く
^
 

は
ざ
る
 

を
 

知
ら
ば
、
 

焉
ぞ
汝
 

の
 

有
す
る
 

凡
て
 

を
 

放
棄
せ
 

ざ
る
。
 

而
 

し
て
 

焉
ぞ
 

男
ら
し
く
 

絕
對
の
 

服
 

從
を
捧
 

ぐ
べ
き
 

者
 

を
 

探
ら
ざ
る
。
 

虛
に
 

依
る
 

勿
れ
、
 

影
に
 

歩
む
 

勿
れ
、
 

汝
の
 

「
碎
 

け
た
る
 

靈
魂
」
 

は
、
 

果
し
て
 

汝
に
 

何
物
 

を
齎
 

す
ぞ
、
 

喑
黑
に
 

等
し
き
 

光
明
の
 

問
に
 

住
む
 

は
、
 

汝
の
 

最
終
ま
で
 

堪
へ
 

得
る
 

所
な
る
 

か
、
 

吾
人
 

は
玆
に
 

猛
省
す
 

る
 

所
な
 

か
る
 

可
ら
 

す
。
 

眞
理
に
 

絕
對
に
 

服
 

從
を
爲
 

し
 

得
て
 

我
が
 

立
脚
 

は
 

鞏
固
 

不
拔
 

な
り
、
 

我
の
 

智
は
玆
 

に
 

始
め
て
 

活
動
の
 

方
向
 

を
 

知
り
、
 

我
の
 

情
 

は
 

イ
ン
 

ス 
ビ
レ
，
 

'
シ
 

ヨ
ン
に
 

よ
り
て
 

向
上
し
、
 

我
の
 

意
志
 

は
 

唯
】
 

の
 

敵
 

惡
魔
を
 

脚
下
に
 

蹂
躏
 

せ
ん
と
す
 

る
 

勇
 

氣
に
滿
 

つ
、
 

有
限
 

を
 

捨
て
た
 

る
 

我
 

は
 

無
限
に
 

よ
り
て
 

酬
 

は
れ
た
り
、
 

生
命
と
 

光
明
と
 

に
よ
り
て
 

我
玆
に
 

立
て
り
。
 

然
り
祌
 

に
 

絕
對
の
 

服
 

從
を
爲
 

し
 

得
て
 

我
に
 

此
の
 

歡
 

蒈
と
 

感
謝
と
 

勇
 

氣
と
高
 

情
と
 

あ
り
、
 

人
と
 

し
て
 

眞
 

正
の
 

獨
 

立
と
 

は
こ
れ
 

を
 

云
 

ふ
な
り
。
 

昔
 

者
 

ピ
ラ
ト
 

傲
然
と
 

し
て
 

眞
理
其
 

の
 

者
に
 

「
眞
现
 

と
 

は
 

如
何
な
る
 

者
ぞ
」
 

と
 

問
 

ひ
ぬ
。
 

今
や
 

现
想
 

に
 

燃
 

ゆ
べ
き
 

靑
 

年
の
 

間
に
す
 

ら
眞
 

理
と
は
 

一
 

種
の
 

閑
 

文
字
と
 

な
り
た
り
 

。
「
彼
等
 

目
に
 

見
，
 

心
に
 

悟
り
、
 

改
め
て
 

庹
 

さ
る
、
^
 

得
ャ
 

ら
ん
が
^
め
 

に
、
 

せ
、
 

の
冃
 

h
i
 

ら 
に
し
、
 

其
の
 

心
 

を
 

強
硬
に
 

せ
り
 

ご
 

然
り
 

彼
等
 

は
 

厘
 

丄
奥
理
 

に
 

逢
着
し
て
 

こ
れ
 

を
 

捨
て
去
り
ぬ
。
 

而
 

し
て
 

衣
食
の
 

爲
 

め
に
 

擧
術
は
 

歼
究
 

せ
ら
 



れ、 外
 觀
の
爲
 め
に
 宗
教
 は 信
仰
せ
ら
れ
、
 公
開
の
 大
演
說
 あ
り
て
 密
室
の
 默
想
 な
く
、
 天
 來
の
妙
 筆
 あ
り
て
^
 厳
な
 ろ^::: た

く
、
 

人
の
 
前
に
 
恭
敬
の
 
貌
を
爲
 
し
て
 
神
の
 
前
に
 
不
禮
の
 
致
 を
 極
む
。
 
此
の
 
如
き
 
近
眼
 
無
謀
な
る
 
靑
年
 
あ
り
て
、
 

一
校
の
^
 
途
^
 
ふ
 4
 
く
、
 

ー
國
の
 
前
途
 
悲
し
む
 
可
く
、
 
人
類
の
 
前
途
に
 
光
明
な
 
し
。
 
全
く
 
あ
る
 
事
な
 
し
、
 
嗚
呼
 
悲
慘
 
な
る
 
將
來
を
 
如
 何
。
 

し
か
も
 
感
謝
す
 
可
し
、
 
世
 は
 全
く
 
喑
黑
 
な
ら
す
 
し
て
 
光
明
 
あ
り
。
 
唾
棄
し
 
つ
べ
き
 
罪
惡
の
 
中
に
 
も
、
 
そ
れ
と
^
 
ふ
"
 
潔
り
 
W
 年
 あ
 

p
a
 
嗚
呼
 
尊
敬
す
 
可
き
 
諸
子
よ
、
 
願
く
 
は
 我
 を
し
て
 
諸
子
に
 
尾
し
て
 
進
む
 
を
 許
せ
。
 
靑
 春
の
 
快
 山
の
 
如
き
 
を
 
抛
ち
ぶ
 
り、 

の
 濁
流
 
を
排
 
し
、
 
勇
氣
を
 
以
て
 
困
 厄
と
 
戰
ひ
、
 
高
 情
 を
 以
て
 
醜
惡
 
に
對
 
し
、
 舉
 世
が
 
滔
々
 
と
し
て
 
向
上
の
 
念
 を
 拾
て
、
 
偽
お
 
と
^
^
と
 

の
 間
に
 
其
の
 
俗
 慾
み
 
揸
 
に
せ
ん
 
と
す
る
 
時
、
 
孜
々
 
と
し
て
 
山
積
せ
 
る
 塵
芥
の
 
中
に
 
生
命
 
を
 探
る
 
兄
^
に
 
接
し
て
 

* 
我
 は
^
に
：
 

激
の
淚
 
な
き
 
能
 は
ざ
る
 
な
り
。
 
我
 は
 嘗
て
 
我
が
 
同
志
と
 
信
じ
 
共
に
 
社
會
 
の
惡
德
 
と
 健
闘
す
 
べ
し
と
 
期
し
た
り
 
し
 
幾
多
の
：
 
1
:
^
 が
 社
お
 

に
 立
つ
 
の
 時
 近
づ
く
 
に
從
 
ひ
，
 
偉
大
な
る
 
希
望
 
を
 夢
と
 
し
て
 
排
斥
し
 
社
會
 
交
際
 
術
の
 
研
究
に
 
忙
 は
し
く
 
偶
；
 
我
が
ぶ
 
や
^
 i れ

ば
 

迷
信
 
愚
見
 
迂
濶
の
 
徒
と
 
し
て
 

一
 言
の
 
下
に
 
斥
く
 
る
 
を
 見
、
 人
生
の
 
悲
慘
 
な
る
 
失
 友
の
 
淚
を
 
垂
れ
し
 
も
の
 
幾
度
な
 
り
し
 
ぞ
 J 强

 W
 不
拔
な
 

る
 立
脚
地
な
 
く
、
 
例
へ
ば
 
浮
 雲
の
 
如
き
、
 
例
へ
ば
 
流
水
の
 
如
き
 
根
柢
な
 
き
 基
礎
 

っ>  に
に
 
立
て
る
 
人
の
 
前
途
の
 
あ
は
れ
 
光
明
な
 
き
か
な
。
 

ま
さ
 
 

や- -
 
 

どん ザ い 

嗚
呼
 
諸
子
よ
、
 
諸
子
 
は
 凡
て
に
 
勝
り
て
 
尊
き
：
 大
職
を
 
有
す
る
 
た
り
、
 
諸
子
の
 
周
闻
 
に
あ
り
：
、
 
動
も
す
れ
ば
^
 
P
 
を
^
^
せ
ん
 

と
 

す
る
 
無
數
の
 
罪
惡
は
 
益
ぶ
 
諸
子
の
 
發
奮
を
 
促
す
 
に
あ
ら
 
す
 
や
。
 
我
等
が
 
益
：
 
她
 む
べ
き
 
は
^
 
面
 =
 
に
 謙
遜
に
 
人
生
の
お
 
趣
 ケ
^
"
 
る
 

に
あ
り
、
 
快
樂
と
 
苦
楚
と
 
我
に
 
於
て
 
浮
 雲
の
 
如
か
ら
 
し
め
よ
、
」
 

Al
l 
 

wh
ic
li
  

pl
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se
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is
  

fo
r 
 

a 
 

mo
me
nt
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: 

A】
l 

wh
ic
h 
 

tr
ou
bl
es
  

is
  

lo
r 
 

a 
 

mo
me
nt
: 

, 
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二
 

M
 

li
s 
 

vo
ur
  

ma
rl
 

ハ 
！ 

M
a
k
e
 
 

t 
 

wh
il
e 
 

tl
ic
  

a
r
m
 
 

is
  

st
ro
ng
, 

jn
  

tF
ie
  

go
ld
  

n 
 

ho
ur
s 
 

of
  

yo
ut
h;
 

JN
CW
r,
  

ne
ve
r 
 

m
a
k
e
 
 

it
  

Wr
9,
g,
 

Md
ik
e 
 

it
  

wi
tl
i 
 

th
e 
 

st
am
p 
 

<ニ
  

^
 
 

^ 

吾
人
 

を
 

眞
理
に
 

導
く
 

中
道
に
 

撗
 

は
れ
る
 

五
 

里
 

霧
 

は
 

吾
人
よ
り
 

全
く
 

上
 

天
 

を
隱
 

し
て
 

時
に
 

地
上
の
 

快
樂
を
 

示
す
。
 

吾
人
 

眞
に
 

眞
理
に
 

よ
り
て
 

立
た
ん
 

と
せ
ば
 

衷
心
よ
り
の
 

決
心
 

を
 

以
て
 

全
く
 

俗
 

慾
よ
り
 

眼
 

を
轉
ぜ
 

ざ
る
 

可
ら
 

す
つ
 

正
し
く
 

天
上
 

を
 

仰
が
ざ
る
 

可
ら
 

す
-
嗚
呼
 

挹
對
の
 

服
從
を
 

眞
理
の
 

前
に
 

捧
げ
ん
 

迄
 

吾
人
 

は
 

進
ま
ざ
る
 

可
ら
 

す
、
 

休
せ
 

ざ
る
 

事
 

星
霜
の
 

運
行
の
 

如
く
な
ら
 

ざ
る
 

可
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

我
敢
て
 

「
人
生
の
 

歸
趣
」
 

を
 

解
釋
し
 

得
た
り
 

と
 

云
 

は
す
 

3 
此
の
 

黄
口
 

焉
ぞ
 

之
れ
 

を
爲
 

せ
り
と
 

云
 

は
ん
や
。
 

是
れ
實
 

に
 

人
が
 

其
の
 

生
涯
 

を
 

通
じ
て
 

追
求
す
べ
き
 

大
 

問
題
な
 

り
、
 

唯
 

我
高
崇
 

な
る
 

1.1
 

ル
ム
樹
 

と
、
 

香
 

鼻
に
 

甘
き
 

牧
草
と
，
 

愛
す
べ
き
 

山
と
、
 

慕
 

は
し
か
る
 

水
と
 

を
 

有
 

す
る
 

札
幌
に
 

來
り
學
 

び
て
 

よ
り
 

殆
ど
 

五
 

星
霜
、
 

莊
嚴
 

偉
大
な
る
 

自
然
と
、
 

愛
讀
敬
 

誦
し
た
 

る
 

書
籍
と
、
 

一 
人
の
 

師
と
 

一
人
の
 

友
と
 

に
 

聞
 

だ 
い t 
た
 
 

まこ
と 

き
て
 

此
の
 

駑
駘
亦
 

僅
か
に
 

眞
理
の
 

何
者
な
る
 

か
 

を
 

味
 

ひ
 

知
り
ぬ
。
 

今
や
 

此
の
 

校
 

を
 

去
る
 

の
 

時
 

遠
か
ら
 

ざ
ら
ん
 

と
す
る
 

を
 

思
 

ひ
て
、
 

洵
に
 

無
限
の
 

感
慨
な
 

き
 

能
 

は
ざ
る
 

な
り
、
 

此
に
 

微
衷
 

を
述
 

ぶ
る
 

所
以
、
 

幸
に
 

し
て
 

二
三
 

子
の
 

捨
 

つ
る
 

所
と
 

な
ら
 

す
ん
 

ば
 

我
が
 

望
 

足
れ
り
。
 

： 
Fa
re
we
ll
, 
 

m
y
 
 

fr
ie
nd
s)
  

fa
re
we
ll
 

m
v
 
 

fo
os
 

! 

My
  

pe
ac
e 
 

wi
th
  

th
es
e,
  

my
  

lo
ve
  

wi
th
  

th
es
e;
 

T
h
e
 
 

bu
rs
ti
ng
  

te
ar
s 
 

m
y
 
 

he
ar
t 
 

de
cl
ar
e:
 

Ad
ie
u,
  

m
y
 
 

na
ti
ve
  

Ix
in
ks
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Ay
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z
 
 

ti
ur
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鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
の
 

農
政
 

■ 
例
 
 

言
 

一
 

、 
玆
 

に
裹
政
 

と
稱
す
 

る
 

は
 

廣
義
に
 

據
れ
る
 

も
の
に
し
 

て
 

政
府
が
 

施
設
す
 

る
 

所
 

の
 

農
政
と
 

民
 

問
に
 

ル
ぉ
は
 

さ
る
 

、
所
の
 

ム 
I を
 

含
め
り
、
 
卽
ち
 

Agr  rwesen  u
n
d
 
 Agrarpolitik 

な
る
 
意
義
に
 
於
て
 
使
 弔
せ
 
り
。
 

一 ：、 
鎌
 倉
 幕
府
 
初
代
と
 
は
 源
 賴
朝
府
 
を
 鎌
 〈
お
に
 開
き
て
 
よ
り
 
北
 條
時
賴
 
執
權
の
 
時
に
 
及
べ
り
。
 
蓋
し
 
鎌
 食
 凝
府
 
の
お
 
政
 は
 
此
^
に
^
 

て
 完
備
せ
ら
れ
 
た
り
と
 
信
 す
れ
ば
 
な
り
。
 

一一
：、
 

科
舉
的
 

農
政
 

は
 

農
業
 

史
 

の
解
說
 

な
り
と
 

云
 

へ
 

る
 

マ 
イ
ツ
 

ェ
ン
 

氏
の
 

農
政
 

舉
に
對
 

す
る
 

定
^
 

は
此
 

論
文
 

を
艸
 

す
ろ
 

に
お
り
 

ご 
列
に
 

服
！
^
 
せ
る
 
所
な
 
り
。
 

叫
、
 

足
利
時
代
 

は
 

知
り
 

難
き
 

が
 

如
く
し
て
 

知
り
 

易
く
 

北
條
 

時
代
 

は
 

知
り
^
き
が
 

如
く
し
て
 

知
り
 

難
し
と
 

は
^
 

史
家
の
 

共
に
；
 

K
 

ふ
 

所
此
 

知
り
 
難
き
 
北
條
 
時
代
 
を
 知
ら
ん
 
と
す
。
 
參
考
 
書
の
 
直
 集
 知
識
の
 
深
厚
 
併
せ
 
存
 
し
て
 
始
め
て
 
爲
す
 
町
し
 
。
而
 し
て
 
八
丄
 
：
 な
が
ら
 
無
し
 

J 

深
く
 
効
^
な
 
か
ら
ん
 
事
を
懼
 
る
。
 

_A、 
參
考
 
W
 書
の
 
重
な
る
 
も
の
 
を
揭
 
ぐ.) 

大
日
 
本
裊
史
 

大
日
 
本
 農
政
 
類
 編
 

農
政
 
座
右
 

小
宮
 
山
昌
秀
 

鎌
 
倉
^
 
府
 
初
代
の
 
農
政
 
 

ra:〇 
三
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

第
 

第
 

^
卷
 

讀
史
餘
 

論
 

新
 

井
 

白
 

石
 

農
政
 

本
論
 

佐
 

S
I
S
 

日
本
 
財
政
 
史
 

萩
 野
 由
 之
 

大
勢
 
一二 轉

考
 

伊
達
 
千
廣
 

農
業
 
本
論
 

新
 渡
 戶
稻
造
 

古
今
 
田
 制
通
考
 

お
 橋
 慈
 信
 

制
度
 
通
 

伊
藤
 
長
 胤
 

日
本
 
法
律
 
沿
革
 
略
 

天
 野
钩
民
 

本
朝
 
物
價
表
 

西
 村
 兼
 文
 

田
租
 
沿
革
 
要
 記
 

幸
 S 思

 成
 

地
方
 
落
穗
集
 

田
 制
 沿
革
 
考
 

平
^
 
富
 

二
 千
 
五
 百
年
 
史
 

竹
 越
 舆
三
郞
 

國
 史
眼
 

田
政
考
 

高
 倉
 胤
 
W
 

吾
妻
 

鏡
 

北
 

條
九
代
 

記
 

桃
 元
 問
答
 

E
 中
元
 
勝
 

四 

四 



貞
永
 

式
目
 

抄
 

續
史
^
 

集
 

覽
の
屮
 

農
政
 

論
 

井
 

ヒ
^
 

九
邱
 

古
今
 

制
度
 

集
 

農
政
 
汎
論
 

横
 井
 時
 敬
 

農
政
 

祕
錄
 

佐
 

藤
 

信
 

淵
 

東
京
 

經
濟
雜
 

誌
 

史
舉
雜
 

誌
 

史
學
界
 

農
政
 

學
 

講
義
 

農
業
 

經
濟
學
 

講
義
 
 

. 
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第
 
一 章
 

鎌
 倉
 幕
府
 
初
代
に
 
於
け
 
る
 農
政
 
史
 
研
究
の
 
必
要
 

第
一
 
一
章
 

鎌
 八
 35 幕
府
 
以
前
に
 
於
け
 
る
 S
 政
史
の
 
概
要
 

第
 
一
 節
 

第
一
 
期
 (
祌
武
 
よ
り
 
孝
德
 
ま
で
)
 

第
！
 
一
節
 

第
！
 
涵
 
(
孝
 德
 
よ
り
 
桓
武
 
ま
で
)
 

第
三
 
節
 

第
三
 
期
 ハ
桓
武
 
よ
り
 
安
德
 
ま
で
)
 

第
 
一 一 一

章
 

鎌
 倉
 幕
府
 
初
代
に
 
於
 け
 
る
 襞
 政
 

第
 
一 項

 
當
 時
に
 
於
け
 
る
政
權
 
S
 推
移
 

第
二
 
項
 

鎌
 倉
 幕
府
の
 
官
制
 

第
コ
 
一
項
 

鎌
 倉
 幕
府
が
 
解
釋
す
 
ベ
 か
り
し
 
農
政
 
問
題
 

其
 
一
 
 
貴
族
 
寺
社
 
勢
力
の
 
壓
抑
 

其
 二
 

戶
籍
 
及
び
 
田
 積
の
 
調
査
 

其
 

三
 

祖
 

稅
 

其
 四
 

土
地
 
制
度
の
 
處
分
 

其
 五
 

農
民
の
 
救
 治
 

第
二
 
節
 

鎌
 倉
 幕
府
の
 
農
政
 
細
論
 

鎌
 
倉
お
 
莳
^
 
代
 
Q  ̂

 
政
 



^
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武
郎
 

仝
：
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^
お
 
卷
 
 

四
 

c
 

ベ 

^
一
項
 

鎌
 

含
 

幕
府
の
 

農
政
 

機
關
 

. 
第
二
 

款
 

守
護
 

第
三
 

款
 

地
 

頭
 

第
一
 

一
項
 

土
地
 

制
度
に
 

對
 

す
る
 

政
策
 

第
一
 

款
 

土
地
 

C
 

牧
容
 

第
二
 

款
 

土
地
の
，
 

種
類
 

及
び
 

拓
殖
 

其
 

一
 

長
講
 

堂
 

御
料
 

其
 

二
 

御
家
人
の
 

所
領
 

其
 

三
 

名
 

田
 

第
三
 

款
 

^
積
 

調
査
 

及
び
 

租
稅
 

第
叫
款
 

土
地
 

の
賫
 

買
讓
與
 

(
繼
承
 

法
)
 

及
び
 

質
 

入
 

第
三
 

項
 

農
民
に
 

對
 

す
る
 

政
策
 

第
 

一
 

款
 

鎌
贫
 

幕
府
 

初
代
 

農
民
 

の
 

狀
態
 

第
 

1 
ー
款
 

民
法
 

大
意
 

戶
籍
調
 

杏
 

其
 

他
の
 

施
設
 

第
三
 

款
 

( 附
錄
)
 

民
間
に
 

設
け
ら
れ
 

た
る
 

農
業
 

制
度
 

第
 

叫
 

項
 

農
政
 

上
よ
り
 

見
た
 

る
貞
永
 

式
目
 

第
 

叫
 

章
 

附
言
 

\ 



第
 

一
 

章
 

鎌
 

倉
 

慕
府
 

初
代
に
 

於
け
 

る
 

農
政
 

史
硏
究
 

S
 

必
要
 

本
邦
 

有
史
 

以
來
 

盛
衰
 

隆
替
 

一 
に
し
て
 

足
ら
す
。
 

頗
る
 

錯
雜
を
 

極
め
^
し
 

く
 

其
 

跡
 

を
 

討
ね
 

難
き
 

が
 

如
き
 

も
こ
れ
 

を
大
體
 

よ
り
 

巧
ぉ
 

し
 

て
 

$
c
 

綮
に
屮
 

り
 

得
 

可
き
 

も
の
な
 

き
に
 

あ
ら
す
、
 
 

. 
-..

 

國
 

家
と
 

政
府
と
 

は
 

勿
論
 

混
同
し
て
 

論
す
 

可
き
 

も
の
に
 

あ
ら
す
。
 

國
 

家
と
 

は
 

抽
象
的
 

意
義
 

を
 

有
し
 

政
府
と
 

は
 

其
體
 

的
^
:
.
^
 

を
^
す
。
 

• 牛
 

は
 

其
 

健
康
 

る
 

時
 

も
 

疾
病
に
 

罹
れ
る
 

時
 

も
 

生
活
 

機
關
の
 

活
動
 

を
廢
 

止
せ
し
 

時
 

も
 

等
し
く
 

牛
な
る
 

が
 

如
く
 

阈
家
 

は
も
 

政
府
 

C-
 

沲
文
が
 

圓
 

滑
な
る
 

時
 

も
缺
點
 

あ
る
 

時
 

も
 

依
然
 

國
家
 

た
る
 

を
 

失
 

は
す
。
 

故
に
 

國
 

家
 

は
 

其
 

政
府
の
 

存
亡
^
 

袞
 

に
よ
り
て
 

必
 

し
も
 

M
 

、
仇
 

を
；
 

こ
し
て
 

存
亡
 

盛
衰
す
 

る
 

も
の
に
 

あ
ら
ざ
る
 

は
理
の
 

極
め
て
 

覩
 

易
き
 

所
な
 

り
。
 

然
れ
 

ど
も
 

政
府
の
 

組
織
 

及
び
 

施
政
 

如
何
が
 

共
 

阈
^
 

の
ば
お
 

り
て
 

大
に
カ
 

あ
る
 

は
少
 

く
と
 

も
從
 

來
の
塍
 

史
が
證
 

明
す
 

る
 

所
に
 

し
て
、
 

一 
派
の
 

學
 

者
が
 

想
像
す
 

る
 

如
く
 

政
府
が
 

他
 

半
 
 

一
 

ロ
ぶ
、
 

や
^
の
 

必
耍
を
 

否
定
せ
ら
れ
 

な
ば
 

則
ち
 

止
む
 

も
、
 

唯
 

現
今
に
 

於
て
 

若
し
く
は
 

過
去
に
 

於
て
 

政
 

狩
 

は
 

得
失
 

共
に
 

國
家
 

の
お
^
お
.
^
 

こ 
多
大
 

、
：
ジ
 

響
を
與
 

へ
 

し
 

は
 

何
人
と
 

雖
も
 

首
肯
せ
 

ざ
る
 

を
 

得
ざ
る
 

所
な
る
 

可
し
。
 

歷
史
の
 

分
科
に
 

於
て
 

政
治
 

史
が
 

儼
然
と
し
て
 

樞
 

要
の
 

位
置
 

を
い
 

3 
め
歷
史
 

と
し
 

云
へ
ば
 

人
 

は
 

多
く
 

政
 

冶
^
な
る
 

か
の
 

如
く
 

忉
 

お
^
る
 

ま
こ
と
 
 

、
 
 

リ. 
-メノ 

1 
i 

所
^
の
 

も
の
 

は
洵
に
 

前
述
の
 

理
.
 

W
 

に
 

依
り
て
 

然
る
 

も
の
な
 

り
 

J 
耍
之
 

政
府
の
 

職
責
と
 

は
阈
 

民
が
 

大
勢
の
 

赴
く
 

所
こ
^
?
 

し
て
 

ド
^
 

小
 

識
の
 

間
に
 

其
の
 

良
心
よ
り
 

發
 

露
し
 

來
る
不
 

聲
の
聲
 

を
聽
 

取
し
 

共
の
 

向
 

ふ
 

所
 

を
 

知
ら
し
 

め
 

行
 

ふ
 

所
 

を
^
ら
 

し
む
る
 

に
あ
り
。
 

故
に
に
：
：
々
 

は
 

史
ヶ
讀
 

む
に
 

常
り
 

政
權
の
 

推
移
 

施
政
の
 

變
更
 

等
に
 

深
き
 

注
意
 

を
拂
 

ふ
の
 

必
耍
 

あ
り
と
 

信
す
。
 

蓋
し
 

是
等
 

の
^
 

實
そ
れ
 

C
 

斗
が
 

人
 

に
 

夥
多
の
 

感
興
 

を
潇
 

す
に
 

あ
ら
す
 

し
て
、
 

共
の
 

事
實
の
 

裏
面
に
 

は
洵
に
 

無.
 

數
の
 

趣
味
 

あ
る
^
 

實
を
 

包
含
 

す
れ
ば
 

な
り
。
 

今
 

試
み
に
 

本
邦
 

史
屮
 

政
府
が
 

據
 

つ
て
 

立
つ
 

所
の
 

規
約
 

(
法
令
と
^
 

ふ
 

能
 

は
ざ
る
 

も
の
 

あ
る
が
 

故
に
 

假
に
说
 

約
と
^
 

亡
り
：
 

m
 

鎌
 

翕
 

^
5
 

初
代
の
^
 

政
 
 

5«
 

リ
九
 



有
 

島
 

武
郞
佥
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

£
1
〇
 

は
 

安
 

當
を
缺
 

け
る
 

も
の
 

あ
ら
ん
 

o
)
 

を
 

改
定
し
て
 

時
代
 

を
 

割
 

別
す
 

可
き
 

改
革
 

を
來
 

せ
し
 

も
の
 

を
列
擧
 

す
れ
ば
 

祌
 

武
以
來
 

一、
 

紀
元
 

六
 

〇
叫
 

年
 

推
 

古
 

天
 

皇
の
 

朝
に
 

於
け
 

る
 

憲
法
 

十
七
 

條
の
 

制
定
 

二
、
 

紀
元
 

六
 

四
 

六
孝
德
 

天
皇
の
 

朝
、
 

*
 

大
兄
 

皇
子
、
 

中
臣
 

鎌
足
 

等
に
 

よ.
 

o 
て
 

成
さ
れ
た
 

る
大
 

化
の
 

改
新
 

三
、
 

紀
元
 

七
 

〇
〇
 

文
武
 

天
皇
の
 

朝
に
 

於
け
 

る
大
寶
 

律
令
の
 

制
定
 

四
、
 

紀
元
 
 

一
二
三
 

二
 

後
堀
河
 

天
皇
の
 

朝
、
 

北
 

條
泰
時
 

等
に
 

よ
り
て
 

成
さ
れ
た
 

る
貞
永
 

式
目
の
 

制
定
 

五
、
 

紀
元
 

一
 

六
 

一
 

五
 

後
水
尾
 

天
 

皇
の
 

朝
、
 

德
 

川
家
康
 

に
よ
り
て
 

成
さ
れ
た
 

る
 

公
武
 

法
制
 

十
八
 

條
の
 

制
定
 

六
、
 

一
八
 

八
 

火
 

今
上
：
 

大
皇
の
 

朝
に
 

於
け
 

る
 

憲
法
の
 

制
定
 

は
 

其
の
 

最
も
 

重
き
に
 

居
る
 

も
の
と
 

謂
 

は
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

今
更
に
 

政
權
 

推
移
の
 

方
向
よ
り
 

觀
 

察
せ
ん
 

か
、
 

新
歼
白
 

石
が
 

其
 

讀
史
餘
 

論
に
 

云
へ
 

る
 

所
、
 

耍
を
 

得
た
 

る
に
 

庶
幾
し
 

と
な
す
。
 

曰
く
、
 

第
一
、
 

淸
和
 

H<
 

皇
幼
 

主
に
し
て
 

外
祖
 

良
房
攝
 

政
す
、
 

是
 

外
戚
 

專
權
の
 

始
め
 

ノ
 

第
一
 

一、
 

基
經
外
 

舅
の
 

親
に
 

よ
り
て
 

陽
 

成
 

天
皇
 

を
廢
し
 

光
孝
：
 

大
皇
を
 

立
て
し
 

か
ば
 

天
下
の
 

權
藤
原
 

氏
に
 

歸
す
。
 

第
三
、
 

六
十
 

三
代
 

冷
泉
よ
り
 

圓
融
，
 

華
 

山
、
 

一
條
、
 

後
朱
雀
、
 

後
冷
泉
の
 

八
 

代
 

百
 

〇
 

三
年
 

閒
 

外
戚
 

灌
 

を
專
ら
 

に
す
。
 

第
 

四
，
 

後
 

三
條
、
 

白
 

河
 

は
 

政
、
 

天
子
よ
り
 

出
づ
。
 

第
五
、
 

堀
 

河
よ
り
 

安
德
 

天
皇
ま
で
 

九
 

代
 

九
十
 

七
 

年
 

は
 

政
、
 

上
皇
よ
り
 

出
づ
。
 

第
 

六
、
 

後
鳥
羽
、
 

土
 

御
門
、
 

順
德
 

三
十
 

八
 

年
 

鎌
 

倉
 

殿
 

天
下
 

兵
馬
の
 

權
を
 

分
掌
す
。
 

第
 

七
、
 

後
堀
河
よ
り
 

光
嚴
 

天
皇
ま
で
 

十
一
 

一
代
れ
 

百
 

十
一
 

一
年
 

は
北
條
 

陪
臣
に
 

て
 

國
命
を
 

執
る
。
 

第
 

八
、
 

後
醍
醐
 

天
皇
 

菓
舴
、
 

天
下
 

朝
^
に
 

歸
 

す
る
 

事
 

三
年
。
 

第
 

九
、
 

後
ち
 

天
下
 

再
び
 

武
家
の
 

世
と
 

な
る
。
 



其
.
 他
^
 
達
千
廣
 
氏
の
 
如
き
 
も
 
其
 大
勢
の
 
變
 更
に
 
於
て
 
獨
 創
の
：
^
 
地
 を
 
示
し
 
政
癯
が
 
三
種
の
 
力
に
 
依
っ
て
 
推
移
せ
 
る
を
說
 
け
り
。
 
卽
ち
 

第
 
一
、
 
姓
の
 
世
。
 
大
化
 
以
前
の
 
世
態
に
 
し
て
 
政
權
は
 
血
統
に
 
よ
り
て
 
繼
紹
 
支
配
せ
ら
れ
、
 

未
だ
 
爲
政
 
者
の
 
能
と
 
不
能
と
 
を
秸
へ
 

ざ
る
 
も
の
。
 

第
二
、
 
職
の
 
世
。
 
大
化
 
以
後
 
藤
 原
 氏
の
 
季
 世
に
 
至
る
 
ま
で
の
 
世
態
に
 
し
て
、
 
施
政
に
 
干
與
 
す
る
 
も
の
に
 
才
幹
 
舉
識
 
あ
る
 
も
の
 
を
 

擧
 げ
た
り
。
 

第
三
、
 
名
の
 
世
。
 
保
 元
 平
 治
 以
後
 
武
^
の
 
政
權
を
 
掌
握
せ
 
る
 時
代
 
を
稱
 
す
る
 
も
の
に
し
て
 
名
の
 
世
と
 
稱
す
 
る
よ
り
も
、
 
寧
ろ
^
 

力
の
 
世
と
 
稱
 す
る
 
方
 却
て
 
理
解
し
 
易
き
 
が
 如
し
。
 
卽
ち
實
 
力
 
あ
る
 
も
の
が
 
爲
政
 
者
た
 
る
の
 
世
 を
 指
す
 
も
の
に
し
て
 
職
の
^
:
 
に
 

於
け
 
る
 政
府
が
 
實
カ
 
あ
る
 
も
の
 
を
擧
 
ぐ
る
と
 
は
 軒
^
せ
る
 
所
 
あ
り
。
 

其
 他
 伊
藤
 
長
 胤
 氏
 は
 諸
 制
度
の
 
變
 遷
の
點
 
よ
り
^
.
 
邦
史
の
 
時
代
 
を
 
ぼ
 別
せ
 
り
。
 

1、 
神
武
 
灭
 皇
 
よ
り
 
孝
德
；
 大
皇
 
ま
で
。
 

二
、
 
孝
德
 
天
皇
の
 
時
、
 
唐
 風
に
 
傚
う
て
 
制
度
 
を
 作
爲
せ
 
I 
よ
り
 
鎌
倉
時
代
に
 
至
る
。
 

三
，
 

鎌へ：； 幕
^
 
制
度
よ
り
 
德
川
氏
 
亡
ぶ
 
る
 迄
と
 
す
。
 

今
是
等
 
の
 意
 US- を

 綜
合
し
て
 
吾
人
 
は
 北
條
氏
 
時
代
が
 
特
殊
な
る
 
表
示
 
を
 
日
本
 
慼
史
の
 
上
に
 
な
せ
る
 
を
發
 
見
す
 
可
し
。
 
藤
^
.
 

外
 

威
 を
 
以
て
 
政
權
を
 
左
右
し
た
 
る
が
 
如
き
 
は
政
權
 
推
移
の
 
好
例
な
 
り
と
 
雖
も
、
 
政
府
の
 
方
針
が
 
大
 
改
革
^
^
た
 
る
の
 
時
期
と
 
は
 稱
す
町
 

ら
す
。
 
叉
德
川
 
氏
の
 
公
武
 
法
制
 
は
貞
永
 
式
 E
 
よ
り
 
出
で
 
て
 而
も
 
出
藍
の
 
目
 
あ
る
 
も
の
に
し
て
、
 

法
制
 
史
上
 
確
か
に
 
一
新
 時
機
 
を
划
せ
 

る
 も
の
な
.
 
り
と
 
雖
も
、
 
政
權
が
 
武
門
の
 
手
に
 
あ
り
し
 
點
に
 
於
て
 
は
 鎌
 倉
 慕
 苻
と
擇
 
ぶ
 所
な
 
き
な
り
。
 
^
之
 
錄
食
 
時
代
 
は
 政
府
の
^
^
 

が
大
 
革
新
 
を
な
 
し
た
る
 
時
期
に
 
し
て
 
义
政
權
 
推
移
の
 
大
 屈
祈
點
 
を
な
 
し
 
法
制
 
史
上
の
 
新
 時
期
 
を
な
 
す
。
 

に
銶
倉
 
幕
^
 
時
代
 
は
 火
 化
 

の
 革
新
と
 
共
に
 
n
 
本
.
 魅
 史
の
鴻
 
溝
 を
 形
成
せ
 
る
 
も
の
 
に
し
て
、
 

大
 化
の
 
革
 新
に
 
比
し
 
政
府
の
 
方
針
 
を
凊
々
 
莨
 行
せ
 
し
點
に
 
於
て
 
お
に
 

鎌
 
倉
^
せ
 
初
代
 

の 
農
政
 
 

m
l
;
 



お
 

0
 

武
 

お-
 

^
 

第
 

第
.
 
九
卷
 
 

四
 
 

一
二
 

一
歩
 

を
輸
 

せ
る
 

の
觀
 

あ
り
。
 

史
家
の
 

力
 

を
 

極
め
て
 

此
 

時
代
 

を
 

研
究
す
 

る
の
 

要
は
 

則
ち
 

兹
 

に
あ
.
 

り
。
/
 
 

. 

應
史
は
 

時
間
 

的
に
 

繰
り
返
す
 

の
み
に
 

あ
ら
す
 

し
て
 

又
 

实
^
 

的
に
 

模
倣
す
 

る
 

も
の
な
 

り
。
 

羅
 

馬
の
 

希
 

臆
 

文
明
 

を
 

阻
嚼
 

し
て
 

立
つ
 

や
、
 

共
 

武
力
と
 

農
業
と
 

に
よ
り
て
 

立
國
の
 

基
礎
 

を
 

定
め
 

鞏
固
な
る
 

財
源
と
 

剛
健
な
る
 

氣
 

風
と
 

を
 

養
成
.
 

せ
り
。
.
 

史
家
 

レ 
, 

キ
 

1 
氏
 

は
 

紀
元
前
 

後
の
 

羅
 

馬
が
 

道
 

德
地
 

を
拂
 

う
て
 

釜
し
 

く
 

奢
侈
 

俗
 

を
 

成
せ
し
 

理
由
の
 

一
 

と
し
て
 

農
の
 

衰
 

頹
を
擧
 

げ
た
り
 

と
 

云
へ
 

り
こ
 

然
り
 

農
業
 

は
^
 

時
 

に
あ
り
 

て
は
阈
 

家
と
 

分
離
す
 

可
ら
ざ
る
 

關
係
を
 

有
せ
し
 

も
の
に
し
て
 

財
政
の
 

求
 

源
と
 

な
り
、
 

强
兵
.
 

の
 

§
 

所
た
り
 

し
 

故
に
、
 

農
業
 

一
 

廢
 

弛
し
て
 

阈
 

家
の
 

基
礎
 

遂
に
 

搖
ぎ
復
 

牧
容
す
 

可
ら
ざ
る
 

に
 

至
り
ぬ
。
 

羅
 

馬
の
 

強
大
な
る
 

威
權
を
 

振
べ
 

る
 

開
 

は
 

卽
ち
遵
 

業
の
 

盛
大
な
 

り
 

し
 

時
期
な
 

り
き
。
 

鎌
 

含
 

幕
府
 

も
 

亦
 

其
 

威
權
を
 

武
力
に
 

求
め
 

其
 

財
源
 

を
 

農
業
に
 

求
め
た
り
。
 

當
 

時
に
 

於
て
 

工
業
 

は
 

漸
く
 

其
 

歩
 

を
 

進
め
 

來
 

り 
刀
劍
機
 

織
の
 

類
大
に
 

盛
な
 

り
し
 

も
、
 

此
の
 

如
き
 

は
 

未
.
 

だ
 

以
て
 

阈
 

家
の
 

財
政
に
 

關
係
を
 

及
ぼ
す
 

に
 

至
ら
す
、
 

商
業
の
 

如
き
 

も
 

唯
阈
內
 

寧
ろ
 

町
村
 

内
の
 

商
業
に
 

し
て
、
 

足
利
時
代
に
 

冒
 

險
大
膽
 

な
る
 

商
 

賈
が
海
 

を
 

渡
っ
て
 

支
那
 

朝
鮮
と
 

貿
易
せ
 

る
の
 

比
に
 

あ
ら
す
。
 

國
家
は
 

依
然
 

重
農
主
義
に
 

立
た
ざ
る
 

能
 

は
 

ざ
り
 

き
。
 

故
に
 

常
時
に
 

於
け
 

る
 

農
政
 

を
 

研
鑽
 

攻
究
せ
ば
、
 

日
本
 

歷
史
に
 

於
て
 

最
も
 

顯
 

著
の
 

時
期
な
 

る
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

時
代
 

施
政
 

運
轉
の
 

根
元
 

を
 

知
り
 

得
 

可
き
 

の
み
な
ら
 

す
，
 

之
れ
 

を
 

現
今
の
 

農
政
 

施
設
に
 

照
し
て
 

閬
 

明
す
 

る
所
尠
 

少
な
ら
 

ざ
 

る
 

可
き
 

を
 

信
す
 

る
な
 
り
。
 
 

. 
. 

： 

第
二
 

章
 

縑
 

倉
慕
府
 

3
 

前
に
 

於
け
 

る
 

農
政
 

史
の
溉
 

要
 

第
一
 

節
 

第
一
 

期
 

(
神
武
よ
り
 

孝
德
 

ま
で
.
 

} 

神
 

定
^
 

皇
の
 

九
州
に
 

起
り
 

其
 

宗
族
 

を
率
ゐ
 

て
來
征
 

す
る
 

や
-
 

沿
道
の
 

諸
 

族
 

を
 

下
し
 

遂
に
 

大
和
に
 

入
.
 

b
 

檁
 

原
に
 

卽
 

位
す
。
 

思
 

ふ
に
 

當
 

時
 

北
陸
 

道
の
 

東
部
よ
り
 

畿
内
 

一 
帶
の
地
 

は
 

文
化
 

旣
に
 

若
干
 

か
 

開
け
，
 

；大
 

下
の
 

紀
綱
を
 

制
せ
ん
 

と
 

欲
せ
ば
-
 

先
 

づ
此
に
 

其
 

基
璦
を
 

i
 

め
 



以
て
 

s:
 

方
に
 

號
令
 

せ
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

神
武
の
 

九
州
に
 

あ
り
て
 

長
く
 

其
 

部
族
 

を
 

撫
^
:
 

し
 

遂
に
 

立
ち
て
 

遙
 

か
に
 

征
 

旅
せ
し
 

は
 

之
れ
 

が
 

ほ
め
 

な
り
。
 

其
卽
 

位
す
る
 

や
 

諸
 

族
の
 

功
 

を
 

論
じ
 

天
 

種
子
 

命
、
 

天
 

富
 

命
、
 

道
に
 

命
、
 

た
 

來
：
：
 

： 命
、
 

可
荧
眞
 

乎
 

命
 

等
 

各
 

職
に
^
 

せ
ら
，
；
；
、
 

地
な
 

に
も
 

亦
 

地
方
 

官
を
 

封
す
 

る
 

差
 

あ
り
き
。
 

抑
.
 

f
 

當
 

時
の
 

職
た
 

る
 

や
 

族
長
の
 

任
す
 

る
 

所
に
 

し
て
^
々
 

共
 

職
 

を
 

襲
 

ひ
 

所
^
 

封
^
 

制
の
 

濫
ぉ
ケ
 

な
せ
り
。
 

天
 

皇
 

頗
る
 

心
 

を
 

農
事
に
 

用
ゐ
諸
 

功
臣
 

を
し
て
 

民
.
^
 

を
 

率
 

ゐ
て
肥
 

土
 

を
 

諸
方
に
 

探
ら
し
 

め
、
 

E:
 

は
 

南
お
^
 

の
お
 

W
 

よ
り
^
 

は
 

柬
 

海
道
の
 

東
 

僻
に
 

及
べ
り
。
 

中
央
 

政
治
 

機
關
の
 

完
備
に
 

就
く
 

に
從
ひ
 

忽
ち
 

一
 

種
の
 

桢
ぉ
！
 

1
 

拓
^
^
 

を
 

起
し
て
 

土
地
の
 

收
 

容
に
勉
 

め
た
 

る
 

を
 

見
る
 

可
し
。
 

此
に
 

於
て
 

叫
 

方
 

開
拓
の
 

歩
 

を
 

進
め
 

蓊
鬱
 

た
る
 

森
林
 

を
 

開
き
て
 

E
 

畑
と
 

化
す
 

る
^
に
 

諸
 

功
に
 

を
 

封
 

じ，
 

：！
--
 

化
^
く
 

に-
 

に
 

及
ば
ん
 

と
せ
り
。
 
 

し
か
も
 

當
 

時
に
 

あ
り
て
 

は
 

眞
に
 

朝
廷
の
 

如
何
な
る
 

も
の
な
る
 

か
 

を
 

知
り
、
 

拱
手
せ
 

ん
 

じ
て
 

其
^
.
 

v
々
 

け
 

1
^
 

ん.
 

は
 帝
都
 
の
 四
方
 
數
郡
 
の
 地
に
 
過
ぎ
 
ざ
り
 
き
 

j 

崇
神
 

H<
 

皇
に
 

至
り
 

神
武
 

創
業
よ
り
 

十
代
 

を
經
 

叫
 

百
 

八
十
 

年
 

を
閲
 

し
ぬ
。
 

し
か
も
 

遠
隔
の
 

地
 

未
だ
；
 

土
 

化
に
 

お
は
ざ
る
 

も
の
 

冬
 

か
り
—
 

か
ば
、
 

所
謂
 

叫
 

道
 

將
軍
を
 

北
陸
、
 

東
海
、
 

西
 

海
、
 

丹
 

波
に
 

遣
 

は
し
 

大
に
 

地
方
の
 

經
營
 

に
勉
め
 

初
め
て
；
 

^
尸
 

を
 

調
し
^
 

幼
 

び
，
 

W
 

ケ
 

ゅは
タ 

のみ
つ 

ぎ 
たな
す 

ゑの
 

みつ
ぎ 

の
 

差
に
 

從
 

ひ
て
 

調
 

役
 

を
 

課
せ
り
。
 

弓
弭
 

調
、
 

手
 

末
 

調
と
 

は
卽
 

ち
是
れ
 

な
り
。
 

こ
れ
よ
り
 

先
き
 

三
 

®
 

の
 

本
邦
と
 

交
^
せ
ろ
 

も
，
：
 

ク、
 

し
か
り
し
 

と
雖
 

も
、
 

直
接
に
 

朝
廷
と
 

交
通
せ
 

る
 

は
 

實
に
崇
 

神
の
 

末
世
に
 

創
 

ま
る
。
 

而
 

し
て
 

北.
、 

父
 

通
の
 

影
響
 

は
 

小
ノ
々
 

に
あ
ら
 

す
。
 

？
バ
^
 

乖-
 

仁
の
 

朝
、
 

盛
に
 

池
 

溝
 

を
 

開
き
 

灌
漑
 

を
 

便
し
て
 

殖
 

出
に
 

勉
 

め
ら
 

れ
 

し
が
 

如
き
 

は
 

確
か
に
 

丼
 

一
 

な
り
。
 

垂
仁
 

天
 

皇
に
 

至
り
て
 

は
よ
 

く
 

先
帝
の
 

意
を
嗣
 

ぎ
て
 

E
 

村
 

王
に
 

命
じ
て
 

荒
 

W
 

を
興
復
 

す
る
 

新
 

山
 

を
 

iE
^r
,,
c.
 

卞.
 

れ
に
 

六
十
 

萬
 

頃
、
 

叉
 

箕
野
科
 

野
 

古
志
 

及
び
 

道
 

奥
 

常
 

陸
 

胸
 

刺
^
 

張
 

等
の
 

地
に
 

於
て
 

得
る
 

所
の
 

m
 

數
 

凡
て
 

三
 

巧
 
 

一
 

^
^
所
、
.
 

€：
 

筑
に
 

M
 

^
せ
ろ
 

m
 

地
 

九
十
 

萬
 

所
な
 

り
と
 

報
ぜ
ら
 

る
、
 

に
 

至
り
て
 

は
當
 

時
の
 

事
情
 

恰
も
 

米
 

國
の
來
 

り
て
 

門
戶
 

を
敲
 

け
る
 

よ
り
 

痲
^
し
 

つ
 

\ 
あ
り
し
^
:
：
:
:
.
^
 

が
 

急
に
 

立
ち
て
 

俄
然
と
 

し
て
 

百
度
 

文
明
の
 

域
に
 

進
み
し
 

が
 

如
く
 

支
那
 

及
び
 

朝
^
の
 

文
化
が
 

遠
く
 

木
 

邦
 

沿
^
に
 

影
 

饗
し
 

來
 

り 
=
 

木
が
 

之
 

れ
 

に
よ
り
て
 

警
^
せ
ら
れ
 

た
る
 

を
 

見
る
 

W
 

し
。
 

五
 

ト
瓚
敷
 

命
の
 

如
き
 

は，
： 

：}
- 

广
の
身
 

を
 

以
て
^
お
 

の
爲
 

め
に
 

辛
苦
 

經
^
:
 

し
 

遂
に
 

ぱ
^
,
 

い
 

铳
倉
 

幕
^
 

初
代
 

力 ̂
政
 
 

！：
：.
.•
 



冇
島
武
 

郎
仝
集
 

お
 
五
卷
 
 

- 
 

a.
 

地
に
 

薨
ぜ
ら
 

る
、
 

に
 

至
る
。
 

當
時
乂
 

農
工
の
 

業
 

渐
く
相
 

分
れ
 

農
業
 

は
 

エ
^
に
 

よ
り
て
 

益
せ
ら
れ
 

し
 

事
^
だ
 

饒
 

冬
た
り
 

き
。
 

景
 

行
の
 

朝
に
 

至
り
 

支
那
 

朝
鮮
の
 

影
響
 

を
 

蒙
る
 

事
 

益
 

M 
多
く
、
 

允
 

州
 

は
 

殊
に
 

之
れ
 

と
 

相
 

接
近
せ
 

る
が
 

故
に
 

交
通
 

頻
繁
に
 

し
ご
 

3：
 

互
 

相
 

移
住
し
 

彼
の
 

文
 

を
 

以
て
 

此
の
 

野
 

を
 

補
 

ひ
、
 

九
州
 

土
着
の
 

民
 

は
 

次
第
に
 

其
 

力
量
 

を
恃
み
 

海
外
の
 

後
援
に
 

§
 

り
て
 

大
和
 

朝
廷
 

を
 

忘
却
 

4,
- 

ん
 

と
す
る
 

に
 

至
る
。
 

此
の
 

如
く
し
て
 

多
く
 

外
國
の
 

文
明
 

を
 

知
ら
ざ
る
 

本
邦
の
 

中
部
に
 

先
づ
 

之
れ
 

を
 

移
し
た
 

る
 

大
和
 

朝
廷
 

は
、
 

な
 

こ
膨
譜
 

的
 

勢
力
 

を
發
 

現
す
 

る
 

に
 

至
 

り
 

た
 

り 
。 

仲
哀
 

天
皇
に
 

至
り
 

祌
功
皇
 

.1
 

代
の
 

雄
資
を
 

以
て
 

帝
に
 

勸
 

め
て
 

九
州
に
 

親
征
 

せ
し
め
、
 

^
で
 

自
ら
 

朝
鮮
の
 

街
 

方
 

を
 

征
服
し
て
 

歸
る
。
 

是
れ
 

一 
面
に
 

於
て
 

日
本
が
 

公
然
 

其
 

門
戶
を
 

開
き
て
 

大
 

陸
 

文
明
の
 

輸
入
 

を
 

請
 

ひ
し
 

も
の
に
し
て
、
 

羅
 

馬
が
 

其
 

カ
征
に
 

於
て
 

希
 

臘
を
壓
 

倒
 

し
て
 

麼
ま
.
 

と
な
せ
 

し
に
 

も
 

係
ら
す
、
 

文
化
に
 

於
て
 

は
 

希
 

臘
の
壓
 

倒
す
 

る
 

所
と
 

な
り
し
 

と
 

酷
 

だ
 

似
た
 

る
 

も
の
 

あ
り
。
 

當
時
乂
 

朝
鮮
の
 

民
 

^
虜
 

と
し
て
 

移
民
と
 

し
て
 

來
る
 

も
の
 

甚
だ
 

多
く
、
 

驛
路
の
 

開
通
 

は
渐
く
 

其
緖
に
 

就
き
 

園
 

池
の
 

制
亦
備
 

り
，
 

繽
 

織
の
 

業
大
に
 

進
み
て
 

農
 

枭
は
 

一
 

段
の
 

發
達
 

を
な
 

し
 

改
良
 

を
な
 

し
た
り
き
。
 

加
 

之
、
 

當
 

時
に
 

於
て
 

根
本
的
に
 

諸
 

制
度
に
 

變
 

更
を
與
 

へ
し
 

者
 

あ
り
-
 

卽
ち
 

支
那
 

典
籍
の
 

輸
入
 

是
れ
な
 

り
。
 

先
 

之
 

我
 

邦
 

亦
 

倫
 

序
の
 

備
は
 

れ
る
 

も
の
な
 

き
に
 

あ
ら
 

ざ
り
 

し
も
 

そ
 

は
掣
に
 

本
能
 

的
の
 

も
の
 

に
し
て
 

君
臣
の
 

關
 

係
と
 

父
子
の
 

闢
 

係
と
 

は
 

多
く
の
 

差
異
な
 

く
阈
 

家
と
 

家
 

族
と
 

は
 

多
く
の
 

逕
庭
な
 

か
り
し
 

事
 

な
れ
ば
 

統
御
 

隸
屬
の
 

法
な
る
 

も
の
 

も
單
純
 

を
 

極
め
、
 

强
 

力
な
る
 

も
の
 

は
 

治
者
と
 

な
り
 

微
弱
^
る
 

も
 

の
 

は
 

被
治
者
と
 

な
り
し
 

に
 

過
ぎ
す
。
 

故
に
 

其
 

課
 

稅
の
法
 

等
往
々
 

に
し
て
 

苛
酷
な
る
 

も
の
 

あ
り
し
 

が
 

如
し
。
 

仁
德
 

天
皇
の
 

立
ち
て
 

租
を
 

免
す
 

る
 

事
 

三
年
 

民
の
 

富
む
 

は
卽
ち
 

朕
の
 

富
む
な
 

り
と
 

云
 

ひ
し
 

を
兒
れ
 

ば
、
 

偶
 

i 
常
時
の
 

農
民
が
 

困
 

弊
の
 

境
に
 

沈
淪
 

せ
し
 

と
儒
敎
 

思
想
 

が
 

治
者
の
 

胸
中
に
 

璲
徽
し
 

来
れ
る
 

を
 

知
る
 

に
 

足
る
 

可
し
。
 

而
 

し
て
 

後
代
に
 

至
り
 

農
民
が
 

星
 

を
 

戴
い
て
 

出
で
 

月
 

を
 

踏
で
 

歸
り
 

粒
々
 

辛
苦
 

し
て
 

耕
 

耘
に
從
 

事
し
 

つ
 

\ 
し
か
も
 

粗
 

衣
と
 

薄
 

食
に
 

安
 

じ
 

一
 

種
 

人
民
の
 

下
級
に
 

位
す
 

可
き
 

職
業
と
 

し
て
 

人
 

も
 

認
め
 

自
ら
 

も
 

信
す
 

る
に
 

至
 

り
し
 

も
の
 

は
、
 

實
に
 

治
者
が
 

儒
敎
 

思
想
の
 

所
謂
 

可
 

使
 

民
 

依
 

之
 

不
可
知
 

之
と
 

云
へ
 

る
が
 

如
き
 

方
針
 

を
 

取
り
、
 

農
民
が
 

閑
散
 

靜
肅
 

0
 

生
^
 



を
な
 
し
、
 
安
 分
 知
 足
の
 
儒
敎
 
主
義
 
を
 
取
り
し
 
も
の
 
其
 原
！
：
 
の
 
一 を
な
 
せ
る
 
は
 疑
 ふ
 可
ら
 
す
。
 
木
 邦
 農
政
 
を
考
 
ふ
る
に
 
際
し
、
 
支
那
 
典
 

籍
の
 
輸
入
 
を
 輕
視
す
 
可
ら
ざ
る
 
所
以
な
 
り
。
 

履
屮
 
天
皇
よ
り
 
宣
化
 
天
皇
 
に
 至
る
 
の
 間
 は
 歷
 史
は
其
 
大
勢
の
 
推
移
に
 
於
て
 
寧
ろ
 
平
板
な
る
 
歩
調
 
を
 
取
り
、
 
共
^
に
 
於
て
：
 江
^
す
 
可
 

き
 
事
項
 
は
、
 
朝
鮮
 
漸
く
 
離
反
の
 
意
を
釀
 
せ
し
 
と
、
 
王
權
が
 
極
端
の
 
增
長
 
を
な
 
し
て
 
麾
 業
が
 
大
打
擊
 
を
 被
り
し
 
ポ
と
、
 
族
お
 
の
^
を
.
 
r に 

{
 せ
に
 
挾
み
 
威
 を
 朝
 延
に
振
 
ふ
 も
の
 
漸
く
 
起
り
 
し
 事
と
、
 
從
 
つ
て
 
所
謂
 
賤
尺
 
と
稱
 
す
る
 
奴
隸
の
 
階
級
の
 
渐
く
剡
 
然
と
し
て
 
發
^
 
せ
 

と
、
 
安
閑
 
天
皇
の
 
朝
、
 
筑
紫
、
 
豐
阈
、
 
火
國
、
 
播
磨
、
 
備
後
、
 
婀
娜
、
 
阿
波
、
 
紀
^
、
 
丹
 波
、
 

近
.
 ば
、
 
ほ
^
、
 
 
k
 
で
 野
、
 
^
河
，
 い
-
ぶ
 

阈
に
 

一
 侗
 若
し
く
は
 
數
僴
の
 
屯
 倉
 を
 置
き
て
：
 
大
領
 
と
な
し
 
御
料
の
 
地
 渐
く
民
 
田
と
 
相
錯
雜
 
す
る
 
に
 至
り
、
 
义
^
 
造
縣
卞
 
^义リ：：： 所；；：： 

の
 領
地
に
 
設
置
す
 
る
 所
の
 
屯
 倉
よ
り
 
屯
倉
稅
 
を
徵
收
 
し
て
 
以
て
 
皇
室
の
 
料
に
 
充
て
し
 
を
 記
せ
ば
 
足
ら
ん
。
 

旣
 
に
し
て
 
欽
明
 
天
皇
の
 
時
 印
度
の
 
佛
敎
は
 
支
那
 
朝
鮮
 
を
 通
ャ
レ
 遠
く
 
東
漸
し
て
 
遂
に
 
日
本
に
 
入
れ
り
、
 
^
に
 
支
那
の
 
叫
^
に
 
よ
り
 
地
 

上
の
 
倫
 序
を
敎
 
へ
ら
れ
た
 
る
 國
民
は
 
更
に
 
佛
敎
 
に
よ
り
て
 
天
外
の
 
道
義
 
を
敎
 
へ
ら
れ
た
り
。
 
そ
れ
の
 
み
な
ら
す
 
雨
後
 
怫
敎
が
 
W
K
」
-
 

開
拓
に
 
對
し
 
異
常
 
の
 効
力
 
を
奏
 
せ
し
 
は
爭
ふ
 
可
ら
 
ざ
 
る
事
實
 
な
り
。
 

推
 古
 天
皇
に
 
至
り
 
聖
德
 
太
子
 
深
く
 
支
那
の
 
典
籍
と
 
印
度
の
 
怫
 典
に
 
通
じ
 
政
治
 
S
 樞
 地
に
 
立
ち
て
^
 
を
 
取
る
 
に
 至
り
し
 
が
 故
に
、
 

，5 

廷
の
 
規
模
 
は
 俄
然
と
 
し
て
 
變
 革
し
、
 
初
め
て
 
鱧
 節
 あ
り
 
粉
飾
 
あ
る
 
lc 僚

 を
 見
る
 
に
 至
れ
り
。
 
而
 し
て
 
憲
法
 
卜
 
七
 條
は
此
 
時
に
 
成
れ
る
 

も
の
に
し
て
 
今
日
よ
り
 
し
て
 
こ
れ
 
を
 見
れ
ば
 

一
 侗
 朝
臣
の
 
道
 德
敎
に
 
過
ぎ
す
 
と
雖
 
も
、
 
嘗
て
 
政
經
 
を
お
 
せ
 ざ
り
 
し
 朝
 ほ
 は
 轉
た
北
 
V:- 几 

；ぉ、 に
 眩
ぜ
る
 
も
の
 
あ
り
し
 
な
る
 
可
し
。
 
而
 し
て
 
其
 中
 奥
 業
に
 
關
係
 
あ
る
 
條
 nz は

、
 

笫
 十
二
 
條
 
國
司
國
 
造
勿
斂
 
百
姓
、
 
國
縻
 
二
君
、
 
民
無
兩
 
主
、
 率
土
 
兆
民
、
 
以
に
爲
 
主
、
 
所
 任
せ
^
、
 
 

何
攸
^
 
公
^
 

斂
百
 
姓
。
 

第
 十
三
 
條
 
使
民
以
 
時
、
 十：： 之

 良
 典
、
 故
 冬
 月
 有
 間
、
 
以
可
使
 
民
、
 從
春
至
 
秋
 、
農
 桑
 之
 節
、
 
不
 W
 使
，
 i
T
 共
 不
 €s:l:^、 

不
^
^
 
服
。
 

嫌
^
^
 
府
 
初
代
 
の
^
 
政
 
 

一
お
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獰
^
 

十
五
 

斛
 

よ
り
 

七
 

斗
 

五
 

升
を
輸
 

す
れ
ば
 

三
 

公
 

火
 

十
七
 

民
に
 

該
當
 

す
れ
 

ど
も
 

之
れ
 

は
 

上
田
の
 

穫
實
 

な
る
 

を
 

以
て
、
 

中
 

下
田
と
 

平
き
 

す
る
 

時
 

は
 

多
少
 

稅
率
を
 

高
む
 

可
し
 

と
雖
 

も
、
 

殆
ど
 

共
 

輕
 

き
に
 

驚
く
 

可
し
。
 

し
か
も
 

是
れ
 

多
く
 

は
 

其
 

領
主
の
 

牧
め
 

取
る
 

所
に
 

し
て
 

朝
廷
 

G-
 

財
政
 

は
專
ら
 

諸
種
の
 

貢
 

調
と
 

課
役
と
 

よ
り
 

成
れ
る
 

が
 

如
し
。
 

今
是
 

等
の
 

貢
 

調
と
 

課
役
と
 

及
び
 

田
租
と
 

を
 

加
 

ふ
れ
ば
 

必
 

す
ゃ
尠
 

か
ら
 

ざ
る
 

重
荷
 

を
 

農
民
に
 

負
撸
 

せ
し
 

も
の
と
 

思
惟
 

せ
ら
る
。
 

欽
 

明
の
 

朝
 

田
 

部
 

を
脫
籍
 

し
て
 

課
役
 

を
 

免
れ
ん
 

と
す
る
 

も
の
 

あ
り
し
 

を
 

見
、
 

又
 

聖
德
 

太
子
が
 

憲
法
 

十
一
 

一
條
の
 

如
き
 

文
字
 

を
摔
 

み
し
に
 

よ
り
て
 

推
知
し
 

得
 

可
し
。
 

第
二
 

節
 

笫
 

二
期
 

「
孝
德
 

よ
り
 

桓
武
 

ま
で
」
 

有
 

鳥
武
郎
 

令
：
^
^
 

五
卷
 
 

ゆ
：
、
 

以
て
 

其
 

大
體
を
 

窺
 

ふ
に
 

足
る
 

可
し
。
 

租
膪
 

1.
 

の
 

制
 

は
 

前
述
せ
 

し
 

如
く
、
 

崇
祌
 

天
 

皇
の
 

時
、
 

弓
^
 

調
 

手
 

末
 

調
を
牧
 

め
し
め
 

し
 

事
 

を
 

記
 

す
れ
 

ど
も
、
 

大
化
 

以
前
の
 

稅
 

法
は
甚
 

だ
 

漠
然
と
し
て
 

其
 

詳
絀
を
 

知
る
 

可
ら
 

す
と
 

雖
も
，
 

鑒
 

者
が
 

零
細
な
る
 

材
料
よ
り
 

集
成
せ
 

る
 

一
斑
 

を
舉
 

ぐ
れ
ば
、
 

大
化
 

以
前
の
 

稅
法
 

(
白
 

雉
の
 

稅
 

法
と
 

異
る
 

事
な
 

し
 

町
 

段
の
 

差
 

あ
る
の
 

み
)
 



1
 

國
の
 

要
路
に
 

立
ち
て
 

紀
綱
を
 

擅
に
 

せ
し
 

大
臣
 

大
連
 

等
の
 

權
族
 

は
佛
敎
 

に
よ
り
て
 

導
 

火
せ
ら
れ
 

た
る
 

新
^
 

思
想
の
 

大
火
 

燬
の
屮
 

に
 

投
ぜ
 

ら
れ
て
 

其
痕
を
 

止
め
ざ
る
 

に
 

至
り
ぬ
。
 

か
く
て
 

日
本
の
 

歷
 

史
は
此
 

一 
大
鴻
^
 

を
^
く
 

に
 

至
る
。
 

孝
 

徳
；
大
 

皇
の
大
 

化
 

や
 

新
 

こ
れ
な
 

り
、
 

祌
武
の
 

卽
位
を
 

去
る
 

實
に
 

一
 

千
 

三
百
 

年
な
 

り
と
 

す
。
 

孝
 

德
天
 

皇
の
卽
 

位
す
る
 

ゃ
籐
原
 

鎌
足
 

中
 

大
兄
 

皇
子
と
 

共
に
 

族
長
の
 

官
位
 

を
 

世
々
 

に
し
て
 

政
權
を
 

ま
 

捉
す
 

る
の
 

弊
 

を
.
^
 

め
 

人
に
 

よ
り
 

て
官
 

を
投
 

く
る
の
 

法
 

を
 

定
め
 

國
號
を
 

日
本
と
 

稱
し
年
 

號
を
大
 

化
と
 

稱
し
：
 

大
皇
と
 

人
：
^
 

と
の
 

W
 

に
蟠
 

り
つ
 

k 
あ
り
し
 

族
 

問
の
 

ゆ
^
を
 

除
 

き
て
 

fK
 

皇
 

親
ら
 

政
 

を
 

掌
る
 

に
 

至
り
、
 

國
體
 

頓
に
變
 

じ
て
 

玆
に
鞏
 

問
な
る
 

口
 

本
 

帝
！
：
 

は
 

現
出
せ
 

り
。
 

大
化
ー
 

一
年
 

正
月
 

始
め
て
 

改
新
の
 

詔
を
宣
 

し
て
 

叫
 

大
事
 

を
齿
 

す
、
 

曰
く
 

其
 

一 
歷
朝
 

置
か
れ
し
 

子
 

代
の
 

民
處
々
 

の
 

屯
 

倉
 

^
.
 

ほ
 

連
.
 

伴
 

造
 

.
I
s
.
 

村
 

首
 

等
の
 

所
冇
 

す
る
 

部
^
 

m
 

莊
 

を
^
め
 

て
 

悉
く
 

收
 

公
し
て
 

公
民
 

公
 

地
と
 

な
し
 

大
夫
 

以
上
に
 

は
 

食
 

封
宫
人
 

百
姓
に
 

は
 

布
.
 

M
 

を
 

賜
 

ふ
。
 

其
！
 

一
 
 

畿
内
の
 

境
界
 

を
 

定
め
 

京
師
 

を
 

修
め
 

京
師
 

は
坊
 

毎
に
 

長
 

を
 

置
き
 

叫
 

坊
に
令
 

を
 

S
 

き
て
 

一 レ
ロ
を
 

按
檢
し
 

奸
非
を
 

お
せ
し
 

む
 

- てら 

竝
に
其
 

地
の
 

時
務
に
 

堪
 

へ
た
る
 

者
を
簡
 

び
川
ゐ
 

し
む
。
 

郡
 

を
ば
 

三
等
に
 

分
ち
 

五
十
 

戶
を
ー
 

里
と
 

し
 

叫
 

十
 

爪
 

を
 

大
郡
ー
 

1;
 

卜
 

以
下
 

叫
 

里
 

以
上
 

を
 

屮
郡
三
 

里
 

を
 

小
 

郡
と
 

し
國
 

造
の
 

中
 

を
 

選
び
て
 

郡
 

司
と
 

し
 

大
^
小
 

領
、
 

H,
: 

政
 

主
 

帳
の
 

W
 

部-
^:
 

を
 

く
。
 
 

i
^
w
 

の
 

要
所
に
 

關
塞
.
 

斥
候
.
 

防
人
 

を
 

置
き
 

諸
道
 

に
 

は
 

驛
馬
傳
 

馬
 

を
 

置
き
 

て
 

鈴
 

契
傳
 

符
を
以
 

て
 

^
使
 

の
 

注
來
に
 

便
に
 

す
。
 

其
 

三
 

田
 

制
 

を
 

改
定
し
て
 

戶
籍
斗
 

帳
に
 

よ
り
 

班
田
 

牧
授
の
 

法
 

を
 

立
つ
。
 

制
 

は
 

田
 

長
 

三
十
 

歩
廣
さ
 

十
二
 

歩
 

を
 

一
段
と
し
 

卜
^
 

を
 

町
と
 

な
す
。
 

其
 

租
は
町
 

毎
に
 

租
稻
 

二
十
 

二
 

束
を
徴
 

す
、
 

凡
そ
 

百
 

分
 

三
の
 

率
た
り
。
 

^
女
生
 

ま
れ
て
 

六
歲
 

な
れ
ば
：
：
：
 

分
 

m
 

を
 

班
 

給
し
 

身
 

亡
 

す
れ
ば
 

官
に
收
 

む
。
 

貧
富
の
 

差
等
 

を
 

制
す
る
な
 

り
。
 

其
 

四
 

賦
役
の
 

制
 

を
 

改
め
て
 

田
 

調
 

*
戶
 

別
 

調
 

• 
調
 

副
 

物
 

及
び
 

庸
 

役
の
 

法
を
定
 

む
。
 

m
 

調
 

は
 

紹
綠
絲
 

綿
の
 

類
 

土
地
の
 

ゆ
 

物
お
 

m
 

す
、
 

田
 

一
 

町
に
 

絹
 

一
 

丈
の
 

率
た
り
。
 

戶
別
調
 

は
 

戸
毎
に
 

布
 

一
 

丈
 

二
 

尺
。
 

調
 

副
 

物
 

は
 

魚
鹽
の
 

類
を
收
 

む
、
 

亦
 

十
：
^
 

に
に
 

二
た
り
。
 

鎌
倉
^
^
 

初
代
の
 
農
政
 
 

叫
 

一
七
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有
 

島
武
郎
 

4S
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
！
 

八
 

庸
は
布
 

若
く
 

は
 

米
を
收
 

む
、
 

雜
 

庸
は
官
 

長
に
 

馬
 

を
輸
し
 

兵
士
 

は
 

刀
 

甲
 

弓
矢
 

幡
鼓
 

を
輸
 

す
。
 

仕
 

丁
 

は
 

五
十
 

戶
每
に
 

一
 

人
 

を
 

取
 

り
て
 

諸
 

司
に
 

充
て
、
 

采
女
 

は
郡
領
 

以
上
の
 

姉
妹
 

子
女
 

を
 

貢
せ
 

し
む
。
 

耍
之
大
 

化
の
 

改
新
 

は
 

天
皇
 

親
ら
 

率
先
し
て
、
 

子
 

代
 

名
代
 

諸
 

所
の
 

屯
 

倉
 

等
を
廢
 

し
て
 

御
料
の
 

地
 

を
 

悉
く
 

國
 

有
に
 

歸
し
、
 

嘗
て
 

民
庶
 

間
に
 

跋
扈
し
て
 

牧
斂
 

苛
酷
 

停
む
 

事
な
 

か
り
し
 

豪
族
 

臣
連
 

等
が
 

有
す
る
 

部
 

曲
 

莊
園
等
 

を
全
廢
 

し
て
 

悉
く
 

こ
れ
 

を
 

國
に
牧
 

め
、
 

以
て
 

土
地
 

國
き
 

の
 

大
方
 

針
 

を
 

定
め
ら
れ
、
 

同
時
に
 

國
 

都
を
撿
 

校
し
て
 

一 
種
の
 

政
治
 

區
割
を
 

定
め
、
 

當
 

時
邦
內
 

一
 

萬
 

三
千
 

餘
里
 

(
1
^
^
 

十
五
^
 

扃
戸
 

一
，
 

fi
ll
s 
 

，
^
き
 

^
)
 

六
 

百
 

餘
郡
六
 

ナ
餘
國
 

に
 

及
べ
り
 

と
 

云
 

ふ
。
 

又
 

根
本
的
に
 

田
 

制
 

を
 

改
革
し
 

唐
 

制
に
 

倣
う
て
 

班
田
 

牧
授
の
 

法
 

を
 

設
け
、
 

男
 

子
に
 

は
 

一 
一
段
 

女
子
に
 

は
 

其
 

三
分
 

一 
一
 

(
此
 

分
配
 

法
 

は
 

全
然
 

正
確
に
 

行
 

は
れ
 

ざ
り
 

し
が
 

如
し
と
 

雖
も
少
 

く
と
 

も
 

一
 

般
に
此
 

法
に
 

則
れ
り
 

ン
を
 

給
し
、
 

六
 

年
毎
に
 

戶
籍
を
 

改
め
 

造
り
て
 

收
授
 

を
な
 

せ
り
。
 

而
 

し
て
 

當
 

時
の
 

田
 

類
 

を
 

示
せ
.
 

ま
 

さ 
Hj
p 

迪,
 

5 球 

哙
^
^
 

ゆ 
**
〔 



減 

京大 

チト升 

四な
 

六 八 

斗 撮グト 

卽
ち
穫
 

米
 

三
十
 

六
 

斛
に
對
 

し
租
米
 

一 
斛
 

一
 

斗
を
輸
 

す
る
 

が
 

故
に
 

殆
ど
 

百
 

分
 

三
强
の
 

租
に
該
 

常
す
 

而
 

し
て
 

m
 

租
を
 

以
て
 

地
方
の
 

經
^
 

を
 

立
て
、
 

地
 

子
 

田
公
營
 

田
の
 

牧
租
を
 

以
て
 

京
師
の
 

經
濟
を
 

立
て
し
 

も
の
な
 

り
。
 

延
曆
の
 

舆
地
圖
 

に
よ
れ
ば
 

中
 

十
 

2 
の
 

m
g
a
 

は
 

一
町
よ
り
 

上
中
下
 

平
均
し
て
 

百
 

束
の
 

穫
稻
 

あ
る
 

も
の
と
 

せ
ば
 

二
 

億
 

叫
 

千
 

三
百
 

一 
一
十
 

五
 

萬
 

八
 

百
 

六
十
 

束
 

を
 

得
 

可
し
 

と
 

あ
れ
ば
、
 

殆
ど
！
 

一
十
 

W
 

お
 

ほ
 

町
歩
 

あ
り
し
 

な
る
 

可
し
。
 

此
他
官
 

田
 

を
 

私
 

借
し
て
 

納
 

む
る
 

地
 

子
 

は
 

牧
穫
の
 

十
分
 

一 
一
に
し
て
 

陸
 

ra
 

は
 

段
 

S
 

に
租
.
 

お：
：：
 

升
の
^
 

な
り
き
。
 

大
 

化
の
 

革
新
 

は
 

此
の
 

如
く
し
て
 

成
れ
り
 

と
雖
 

も
、
 

し
か
も
 

舊
弊
 

は
こ
れ
 

を
 

一
 

朝
に
 

し
て
 

撲
滅
し
 

新
制
 

を
 

布
く
^
 

難
き
 

が
 

故
に
 

地
方
 

に
 

行
 

は
ん
と
す
 

る
 

農
政
の
 

如
き
 

も
 

明
文
の
 

如
く
 

施
行
せ
ら
れ
 

し
ゃ
 

否
や
 

は
 

疑
問
な
 

り
。
 

し
か
も
 

此
 

革
新
 

は
 

土
地
 

制
 

皮
に
 

取
り
て
 

は
悅
 

大
 

な
る
 

變
遷
 

に
し
て
 

其
 

制
度
の
 

繁
雜
 

な
る
 

當
 

時
の
 

不
完
全
な
る
 

行
政
法
 

を
 

以
て
 

到
底
 

圓
滿
 

に
持
總
 

す
る
 

事
 

能
 

は
 

ざ
り
 

し
も
^
 

施
^
の
 

大
膽
 

な
る
 

は
 

驚
異
す
 

る
に
 

足
る
 

と
 

云
 

ふ
 

可
し
。
 

天
 

智
を
經
 

天
 

武
に
 

至
り
て
 

初
 

立
の
 

制
度
 

は
 

多
少
の
 

改
竄
 

を
 

終
た
 

ろ
 

も
 

亦
 

多
少
の
^
^
:
 

を
來
 

し
ぬ
。
 

し
か
も
 

天
 

武
の
叛
 

は
 

門
閥
 

を
 

恃
み
位
 

勳
を
矜
 

る
 

も
の
に
 

對
す
 

る
に
 

賤
民
 

土
 

兵
 

を
 

以
て
す
る
 

も
の
な
 

り
し
 

か
ば
、
 

北
 

(
勝
利
 

に
歸
 

す
る
 

や
 

所
謂
 

土
 

豪
な
る
 

も
の
 

所
在
に
 

起
り
 

數
村
 

若
く
 

は
數
 

郡
の
 

地
 

を
 

併
せ
て
 

相
割
據
 

す
る
 

の
 

素
地
 

を
 

作
る
 

に
 

至
り
、
 

大
 

化
の
 

制
 

は
旣
に
 

業
に
 

一
 

方
よ
り
 

壞
亂
 

の
緖
に
 

就
き
た
り
。
 

而
 

し
て
 

奈
良
 

朝
の
 

末
代
 

卽
ち
 

天
平
 

寳
 

字
の
 

頃
に
 

至
り
て
 

は
 

「
七
^
の
；
 

ぉ
侦
 

お
/
ひ
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

M
l
 

九
 

大
 

化
に
 

制
定
 

せ
ら
れ
し
 

租
法
を
 

示
せ
ば
 

(
大
寶
 

の
 

制
 

亦
 

同
じ
)
 

面 

積 

米 

m 

■ 八， 

米 

1 fej 咼
 
麗
尺
五
 

尺
 

I 
さ
當
曲
 

尺
 

方
 

六
尺
 

一
段
 

三
 六
 C
 步
 

一
 

町
 

！ー
ニ 

ハ
 

0
〇
 

步
 

不
成
斤
 

二
 

把
 

二
百
 

三
十
 

匁
餘
 七
 

二
 

束
 

七
 二
 〇
 束
 

I 一一
 

六
 

〇
 

斗
 



有
 

島
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

二 
 

◦
 

し
て
 

國
 

司
の
 

公
平
の
 

政
 

を
な
 

す
 

も
の
 

一
人
 

も
な
 

し
」
 

と
 

云
 

ふ
に
 

至
れ
り
。
 

派
遣
 

せ
ら
る
 

X 
所
の
 

國
司
は
 

膏
瞍
の
 

地
 

を
 

占
領
す
 

る
 

も
の
 

多
く
 

細
民
に
 

貸
附
す
 

可
き
 

租
稻
を
 

私
用
し
、
 

或
は
 

官
物
を
 

己
れ
 

の
 

有
と
 

し
た
り
し
 

か
ば
、
 

京
官
 

と
な
る
 

を
 

願
 

は
す
し
て
 

外
 

住
 

を
 

望
む
 

も
の
 
甚
多
 
か
り
き
。
 か

く
て
 

文
武
の
 

大
寳
 

律
令
 

(
令
 

十
三
 

篇
律
 

十
二
 

篇
 

令
の
 

中
農
 

業
に
 

關
係
 

あ
る
 

篇
は
戶
 

、
田
、
 

賦
役
、
 

考
課
、
 

倉
庫
、
 

厩
牧
の
 

諸
篇
な
 

り
)
 

に
よ
り
て
 

大
 

化
の
 

法
 

は
 

細
則
 

を
 

得
て
 

大
に
 

完
備
に
 

就
き
し
 

が
、
 

そ
 

は
 

端
な
 

く
聖
武
 

天
皇
の
 

破
-
 

壞
 

す
る
 

所
と
 

な
り
ぬ
。
 

先
 

之
 

土
地
 

國
 

有
の
 

弊
 

漸
く
 

起
り
 

地
方
に
 

派
遣
 

せ
ら
れ
て
 

牧
民
の
 

職
に
 

あ
る
 

も
の
 

往
々
 

に
し
て
 

牧
斂
 

し
往
々
 

に
し
て
 

怠
慢
し
 

毫
も
 

民
 

苦
 

を
 

顧
み
 

ざ
 

る
 

も
の
 

多
き
 

に
 

及
び
ぬ
。
 

加
 

之
 

持
 

統
が
佛
 

法
 

を
 

敬
 

尊
し
た
 

る
と
 

支
那
 

文
明
の
 

輸
入
と
 

共
に
 

建
築
の
 

華
、
 

服
装
の
 

美
 

を
 

喜
ぶ
 

風
 

を
 

馴
致
 

し
 

聖
武
に
 

至
り
て
 

は
 

殆
ど
 

佛
 

法
に
 

惑
溺
し
 

租
調
 

を
牧
 

む
る
 

事
 

漸
く
 

繁
く
，
 

し
か
も
 

衣
食
 

を
裕
 

に
し
て
 

直
接
 

生
產
に
 

係
り
な
 

き
 

悼
 

尼
 

等
 

を
 

度
す
 

る
 

事
 

極
め
て
 

多
く
、
 

莊
嚴
 

華
麗
な
る
 

寺
院
 

を
 

建
立
す
 

る
 

事
 

亦
數
を
 

知
ら
す
。
 

加
 

之
當
時
 

僅
か
に
 

四
百
 

五
十
八
 

萬
 

四
千
 

丸
十
 

三
 

人
の
 

人
口
 

を
 

以
て
 

異
常
な
る
 

多
額
の
 

朝
官
の
 

俸
給
 

e
 

度
 

を
 

負
擔
 

せ
し
 

か
ば
、
 

從
 

つ
て
 

國
有
 

甚
だ
 

空
 

乏
し
 

小
 

民
の
 

流
離
す
 

る
 

も
の
 

甚
だ
 

多
く
、
 

租
調
は
 

益
 

i 
給
せ
 

ざ
る
に
 

至
り
し
 

か
ば
 

遷
 

ミ
收
稅
 

事
務
の
 

怠
慢
 

を
 

禁
じ
 

朝
 

集
 

使
 

等
 

を
戒
飭
 

し
國
司
 

を
し
て
 

濟
 

民
の
 

術
 

を
盡
さ
 

し
め
た
れ
 

ど
も
 

滔
々
 

と
し
て
 

破
壞
に
 

陷
れ
る
 

土
地
 

制
度
 

は
途
に
 

挽
囘
す
 

可
く
 

も
 

あ
ら
す
。
 

卽
ち
貸
 

稅
の
法
 

を
 

布
き
 

僅
か
に
 

彌
 

縫
の
 

策
 

を
 

講
じ
た
 

る
 

も
 

亦
 

好
結
果
 

を
牧
 

む
る
 

能
 

は
す
。
 

遂
に
 

新
た
に
 

地
 

を
 

開
墾
せ
 

る
 

も
の
に
 

は
こ
れ
 

を
與
 

ふ
る
の
 

制
 

を
 

起
し
 

親
王
 

一 
品
 

は
 

五
 

百
 

町
 

を
 

限
と
 

し
 

諸
臣
は
 

二
位
に
 

s:
 

百
 

町
 

以
下
 

殺
 

減
し
て
 

初
 

位
 

以
下
 

百
姓
に
 

至
る
 

ま
で
 

一
 

人
 

十
 

町
 

を
 

限
と
 

し
、
 

又
外
官
 

に
あ
り
 

て
 

は
 

郡
 

司
 

は
大
領
 

小
領
に
 

三
十
 

町
、
 

主
 

政
 

主
 

帳
に
 

十
 

町
 

を
 

限
と
 

し
こ
れ
よ
り
 

多
く
 

を
 

兼
併
す
 

る
 

も
の
 

は
 

其
 

餘
を
 

公
に
 

還
 

さ
し
む
 

る
の
 

制
限
 

を
 

附
 

し
た
る
 

も
、
 

此
の
 

如
き
 

姑
息
の
 

策
 

は
 

到
底
 

嚴
守
 

さ
る
 

可
き
 

に
あ
ら
 

す
、
 

土
地
 

國
 

有
の
 

大
制
 

は
隱
然
 

此
に
廢
 

り
、
 

莊
園
 

私
領
の
 

萠
芽
 

渐
く
 
開
か
ん
 
と
す
。
 

孝
德
 

天
皇
に
 

よ
り
て
 

立
て
ら
れ
 

た
る
 

大
 

化
の
 

制
 

は
天
智
 

fK
 

武
に
 

至
り
て
 

小
成
し
 

文
武
に
 

至
り
て
 

大
成
せ
 

し
が
、
 

其
の
 

大
成
せ
ら
れ
 



し
と
 

共
に
 

飚
原
 

氏
の
 

權
勢
は
 

皇
室
と
 

I
K
 

と
の
^
 

を
 

隔
離
し
 

文
武
に
 

次
で
 

藤
原
氏
の
出
な
る
 

二
人
の
，
 

お
じ
て
 

船
 

を
 

仰
ぐ
 

の
み
 

な
り
し
 

か
ば
、
 

大
政
の
 

紀
綱
は
 

忽
ち
に
 

し
て
 

籐
 

原
 

氏
に
 

歸
し
、
 

聖
武
孝
 

謙
の
 

失
政
 

を
 

以
て
し
て
 

大
化
 

以
前
に
 

等
し
き
^
 

族
の
 

風
 

遂
に
 

成
り
 

農
政
 

上
に
 

も
 

前
述
の
 

如
き
 

種
々
 

弊
害
 

を
 

生
じ
て
 

國
家
 

人
民
 

は
 

常
 

さ
に
 

大
 

革
新
 

を
^
 

望
す
 

る
の
 

機
運
に
：
 

せ
り
ぬ
。
 

第
三
 

節
 

第
三
 

期
 

(
桓
武
 

よ
り
 

安
德
 

ま
で
)
 

此
 

時
に
 

當
 

り
桓
武
 

位
に
 

卽
き
 

雄
偉
の
 

资
を
 

以
て
 

一
代
の
 

風
潮
 

を
 

革
新
 

せ
ん
と
し
、
 

先
 

づ
地
を
 

出
城
 

に
^
し
て
 

此
 

に.
；：
： 

小
師
を
 

移
し
て
 

莊
嚴
 

な
る
 

首
府
 

を
 

起
し
 

斷
々
 

乎
と
 

し
て
 

改
革
の
 

緖
を
 

開
け
り
。
 

北
ハ
 

な
る
 

も
の
 

を
舉
 

ぐ
れ
ば
 

一、
 

僧
侶
の
 

跋
扈
 

を
 

禁
ぜ
ん
 

と
し
た
る
 

に
あ
り
。
 

當
時
 

寺
院
の
 

勢
力
 

漸
く
 

增
大
し
 

殊
に
 

貴
族
 

間
に
 

其
 

感
化
 

を
 

及
ぼ
せ
し
 

か
ば
、
 

彼
等
 

は
^
 

院
 

を
^
て
 

供
^
 

を
な
 

す
 

を
 

以
て
 

無
 

卜
-
の
^
 

恩
と
 

な
し
、
 

夥
多
な
る
 

是
 

等
の
 

費
用
 

は
 

皆
 

農
家
よ
り
 

調
せ
 

し
め
ら
れ
た
り
。
 

故
に
^
^
 

の
 

疲
弊
 

は
從
 

つ
て
^
 

し
く
 

彼
^
-
は
 

比
み
 

ゆ
な
 

る
 

租
税
 

を
 

免
れ
ん
 

が
爲
 

め
に
 

或
は
 

其
 

土
地
 

を
 

寺
院
に
 

寄
附
す
 

る
と
 

稱
 

す
る
 

あ
り
。
 

或
は
 

寺
院
よ
り
 

沒
忟
 

せ
ら
る
.
，
 

あ
り
。
 

マ.
？.
 

c 
こ
ァ
 

浪
 

の
^
を
 

生
じ
 

租
を
牧
 

め
ざ
る
 

徒
 

を
 

生
じ
 

山
賊
 

海
賊
の
 

類
、
 

隊
を
 

な
し
て
 

起
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

此
に
 

於
て
 

先
 

づ
名
を
 

^
^
に
^
し
て
 

小
 

民
 土
地
 
を
 兼
併
す
 
る
 を
 禁
ぜ
り
。
 

二
、
 

京
官
、
 

皇
族
、
 

地
.
 

一
 

カ
宫
、
 

豪
族
 

等
 

0
 

趺
扈
 

を
抑
壓
 

せ
ん
と
し
た
 

る
に
 

あ
り
。
 

是
等
の
 

階
級
に
 

屬
 

す
る
 

も
の
 

は
 

天
皇
と
！
！
 

民
と
の
 

問
に
 

立
ち
 

私
 

恣
放
譎
 

度
な
 

く
-
 

地
方
 

〈：
： 

は
^
お
と
 

^
給
^
し
、
 

荥
族
は
 

地
ム
 

〈：
：：

 

と
 

相
 

結
び
て
 

小
 

民
の
 

膏
血
 

を
 

搾
る
 

事
の
 

み
 

を
 

務
め
た
り
 

し
か
ば
、
 

地
方
に
 

土
お
 

し
 

上
^
の
 

壓
制
を
 

被
り
 

〈
に
お
 

た
る
よ
り
 

は
 

ゆ
ろ
 

小
 

尺
 

の
總
 

代
人
た
 

る
 

郡
 

司
 

を
し
て
 

牧
民
の
 

事
 

を
 

司
ら
し
 

め
 

郡
 

司
 

を
 

通
じ
て
 

E
 

ち
に
 

fK
 

皇
に
隸
 

屬
 

せ
し
め
ん
 

と
せ
り
。
 

* 
…
…
 

民
の
 

資
る
所
 

は
 

農
 

桑
 

こ
れ
 

切
な
り
 

比
 

者
 

諸
^
 

司
 

等
 

厥
の
 

政
 

僻
の
 

こ
と
 

多
く
し
て
 

撫
逍
の
 

方
に
 

ぎ
け
 

る
^
 

を
愧
づ
 

啡
^
^
 

の
 

鎌
 

食
^
.
 

1
 

初
代
の
^
 
政
 
 

二
 



有
 

岛
武
郞
 

仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

ニ
ニ
 

未
だ
 

巧
み
な
ら
 

ざ
る
 

を
 

恐
る
 

或
は
 

廣
く
 

林
野
 

を
 

占
め
て
 

蒼
生
の
 

便
 

耍
を
奪
 

ひ
 

或
は
 

多
く
 

田
園
 

を
營
 

み
て
 

黔
黎
 

の
產
業
 

を
妨
ぐ
 

百
姓
の
 
凋
 弊
 職
と
 
し
て
 
此
 
こ
れ
に
 
由
れ
 
り
 
云
々
。
 
桓
武
紀
 

三
、
 

聖
武
 

以
来
の
 

制
な
る
 

墾
田
 

の
 

法
 

も
 

初
め
は
 

多
額
の
 

稅
を
徵
 

し
 

小
 

民
 

を
し
て
 

土
着
せ
 

し
め
ん
と
 

す
る
 

目
的
な
 

り
し
な
 

ら
ん
 

も
、
 

其
 

流
 

弊
 

や
 

土
地
の
 

兼
併
 

を
 

來
し
貧
 

富
の
 

差
 

を
 

甚
く
し
 

豪
族
の
 

發
 

生
と
 

奴
 

隸
の
增
 

加
を
來
 

す
に
 

至
れ
り
。
 

依
て
 

こ
れ
 

を
防
遏
 

し
て
 

其
 

弊
な
 

か
ら
し
 

め
ん
こ
と
 

を
勉
 

め
た
り
。
 

四
、
 

出
擧
 

の
 

弊
 

も
 

亦
 

夙
に
 

顯
 

は
れ
た
り
。
 

卽
ち
春
 

期
に
 

貸
附
 

し
て
 

秋
期
に
 

收
 

め
し
む
 

る
 

は
 

一
 

見
 

農
家
に
 

取
り
て
 

甚
だ
 

便
益
な
る
 

法
の
 

如
き
が
 

故
 

に
 

支
那
に
 

於
て
も
 

靑
 

苗
の
 

法
と
 

し
て
實
 

施
せ
ら
れ
 

た
る
 

事
 

あ
る
 

も
、
 

蘇
軾
が
 

所
謂
 

「
錢
を
 

以
て
 

民
に
 

貸
せ
ば
 

吏
緣
 

り
て
 

姦
を
爲
 

さ
ん
。
 

べん
す 

ゐ 

錢
 

民
の
 

手
に
入
れ
ば
 

良
民
と
 

雖
も
 

妄
用
 

を
 

免
れ
す
 

其
 

錢
を
納
 

る
-
に
 

及
び
て
 

は
 

富
 

民
と
 

雖
も
違
 

限
 

を
 

免
れ
す
。
 

鞭
 

箠
必
す
 

用
 

ふ
れ
ば
 

州
縣
 

煩
に
 

堪
 

へ
す
」
 

と
 

云
へ
 

る
 

如
く
、
 

年
の
 

不
 

登
な
る
 

時
の
 

如
き
 

は
 

秋
穫
に
 

至
り
て
も
 

返
濟
 

す
る
 

事
 

能
 

は
す
、
 

殊
に
 

寺
社
 

豪
族
 

等
 

は
 

其
 

返
濟
の
 

道
な
 

き
を
 

知
る
 

や
、
 

其
 

土
地
 

を
 

奪
 

ひ
 

其
 

人
 

を
扠
隸
 

と
す
る
 

が
 

如
き
 

事
往
々
 

に
し
て
 

こ
れ
 

あ
り
し
 

か
ば
、
 

小
 

民
 

は
 

自
ら
 

浮
浪
 

し
 

全
 

國
其
弊
 

に
堪
 

へ
ざ
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

此
に
 

於
て
 

其
 

出
 

擧
の
利
 

を
 

低
落
し
 

私
 

擧
の
禁
 

を
 

明
か
 

に
せ
り
。
 

桓
武
 

天
皇
が
 

農
政
に
 

對
 

し
此
大
 

刷
新
 

を
 

行
 

ひ
し
 

は
 

甚
だ
 

多
と
 

す
べ
し
 

と
雖
 

も
，
 

如
何
せ
ん
 

出
擧
の
 

法
の
 

如
き
 

は
 

先
代
 

農
業
の
 

不
振
 

な
る
 

よ
り
 

一
 

時
の
 

彌
縫
 

策
と
 

し
て
 

用
ゐ
 

た
る
 

も
の
、
 

又
 

墾
田
の
 

法
 

も
大
化
 

革
新
の
 

大
 

主
眼
た
 

る
 

土
地
 

國
有
 

主
義
と
 

全
く
 

相
納
れ
 

ざ
る
 

姑
息
 

手
段
な
る
 

が
 

故
に
 

如
何
に
 

改
善
す
 

る
も
是
 

等
の
 

法
 

を
殘
存
 

せ
ば
 

弊
の
 

從
て
 

生
す
 

る
は
當
 

然
の
理
 

な
る
べ
し
。
 

同
時
に
 

此
 

時
代
に
 

於
て
 

本
論
に
 

最
も
 

親
密
の
 

關
係
 

あ
る
 

可
き
 

一
 

現
象
 

は
喑
々
 

裡
に
世
 

潮
の
 

下
に
 

湧
け
 

り
，
 

卽
ち
 

東
國
に
 

於
け
 

る
武
 

人
の
 

發
達
 

こ
れ
な
 

り
。
 

由
来
 

東
方
の
 

民
 

は
 

西
方
の
 

民
が
 

夙
に
 

支
那
 

朝
鮮
の
 

文
化
 

を
 

受
け
 

文
明
の
 

域
に
 

進
み
し
 

と
共
に
 

巧
緻
と
 

な
り
 

纖
 

弱
と
 

な
り
し
 

に
反
し
て
 

木
 

强
膽
大
 

、
優
に
 

武
力
の
 

巨
人
と
 

し
て
 

存
せ
 

し
か
ば
、
 

蘇
 

我
 

氏
の
 

壯
士
 

と
な
り
 

太
宰
府
の
 

防
人
と
 

な
り
 

天
武
の
 



軍
隊
と
 

な
り
、
 

又
歷
代
 

蝦
夷
 

を
征
 

す
る
 

の
 

軍
に
 

從
 

ひ
て
、
 

益
 

i 
戰
鬪
に
 

習
 

ひ
し
 

か
ば
 

今
 

は
旣
に
 

徒
ら
に
 

屮
央
 

政
ぬ
 

の
 

願
^
に
 

戰
 

奴
と
 

し
て
 

生
死
 

せ
ん
に
 

は
餘
 

り
に
 

强
大
 

な
る
 

も
の
と
 

な
り
ぬ
。
 

し
か
も
 

其
 

間
 

に
 

於
て
 

京
師
と
の
 

交
通
の
 

爲
 

め
に
 

略
 

i
^
g
r
t
 

の
 

形
^
に
^
 

じ
、
 

殊
に
 

京
師
に
 

あ
る
 

機
慧
 

な
る
 

公
卿
 

等
 

は
阪
東
 

武
士
の
 

前
途
に
 

囑
 

望
し
て
 

其
 

豪
族
 

等
と
 

娇
を
 

通
じ
 

好
 

を
 

^
 

ぶ
 

も
の
 

多
 

か
り
し
 

か
ば
、
 

南
 

人
の
 

敢
て
 

深
く
 

畏
 

る
-
に
 

足
ら
ざ
る
 

を
 

知
り
、
 

皇
室
の
 

出
な
る
 

源
平
！
 

一
氏
の
 

鬼
！
：
 

に
 

勢
力
 

を
抉
桢
 

す
る
 

$
 

は：
 

き
に
^
び
 

て
：
 

人
 

下
の
 

形
勢
 
は
旣
に
 
業
に
 

一
 變
す
 
る
の
 
萠
芽
 
を
 作
れ
り
。
 

蜣
哦
 

天
皇
に
 

至
り
て
 

國
司
郡
 

司
 

等
の
 

濫
行
甚
 

し
く
 

收
斂
を
 

頻
り
に
し
て
 

桓
武
 

よ
り
 

S
i
 

か
に
 

叫
 

十
^
に
 

過
ぎ
ざ
る
 

に
 

其
 

积
稅
^
 

ど
；
 

一
 

倍
す
 

る
に
 

至
れ
り
。
 

此
に
 

於
て
 

農
民
 

等
 

は
 

其
 

體
面
を
 

維
持
す
 

る
の
 

自
重
 

心
 

だ
に
 

亡
失
し
 

自
ら
 

奴
隸
 

と
し
て
 

和
稅
 

公
役
 

を
 

逃
れ
ん
 

と
す
 

る
 
も
の
 
鑌
々
 
と
し
て
 
生
じ
 
公
 賤
の
別
 
破
壞
に
 
終
る
 
に
 庶
幾
 
か
ら
ん
 
と
せ
り
。
 

か
く
て
 

淳
和
を
 

經
て
仁
 

明
に
 

至
る
 

に
 

從
ひ
藤
 

原
 

氏
 

は
 

漸
く
 

其
 

勢
力
 

を
府
の
 

中
外
に
 

定
め
、
 

門
^
1
 

の
 

弊
 

は
大
化
 

以
前
と
.
 

お
も
 

る
お
 

な
き
に
 

至
り
、
 

加
 

ふ
る
に
 

上
流
 

社
會
の
 

奢
侈
 

は
 

大
に
長
 

じ
た
り
 

し
か
ば
 

從
 

つ
て
 

租
を
徵
 

す
る
 

$
汛
，
 

く
、
 

地
方
 

亦
 

こ
れ
に
よ
り
 

て
^
 

弊
 

まこ
と 

し
 

農
民
に
 

至
り
て
 

は
洵
に
 

言
語
に
 

堪
 

へ
た
る
 

も
の
 

あ
り
き
。
 

相
 

模
大
俅
 

郡
の
 

大
領
 

壬
生
廣
 

主
^
 

I：
 

化
に
 

代
り
て
 

私
^
 

一 
 

お
-
ベ
で
^
 

を
納
 

め
し
に
 

其
 

仁
政
 

を
 

望
み
て
 

郡
 

内
に
 

移
り
 

来
れ
る
 

民
 

五
 

千
；
 

一一
 

百
 

五
十
人
に
 

及
び
し
 

と
 

云
 

ふ
を
兑
 

て
 

推
知
す
 

る
^
 

を
 

i:
-^
 

し
。
 

淸
和
を
 

經
て
藤
 

原
 

氏
の
 

權
カ
 

愈
ぶ
 

重
く
、
 

陽
 

成
に
 

迨
ん
で
 

其
 

極
に
 

達
せ
り
。
 

佐
 

藤
 

信
 

淵
 

は
 

共
^
政
 

木
 

論
に
 

於
て
^
^
 

の
 

川：
： 

W
 

ケ
儿
 

時
代
な
 

り
と
 

し
說
 

を
な
 

し
て
 

曰
く
 

「
陽
 

成
 

天
皇
に
 

至
り
 

意
外
に
 

識
 

樂
 

放
蕩
に
 

耽
り
 

給
 

ふ
 

を
附
け
 

込
み
、
 

宗
 

{li
r: 

諸
 

王
 

g
j
^
;
:
R
 

等
 

4
：
 

共
に
 

相
 

議
 

り 
分
 

土
の
お
 

願
 

ひ
 

得
 

可
き
 

は
 

實
に
此
 

時
な
 

り
と
 

て
 

何
れ
も
 

皆
 

そ
の
 

謀
に
 

同
意
し
 

…
…
 

i
!
 

飲
の
 

度
 

母
に
 

頻
に
勸
 

め
て
 

分
 

土
の
 

封
 

を
，
 

や
し
け
れ
ば
…
 

…
其
 

土
地
 

を
 

分
つ
 

と
 

云
 

ふ
 

事
 

を
な
 

さ
す
し
て
 

唯
 

山
林
 

市
街
 

村
里
 

ff
l 

園
 

を
 

賜
る
 

の
 

趣
に
 

て
 

始
め
て
^
 

刚
を
 

賜
る
 

お
し
-
は
な
れ
ろ
 

な
 

り
」
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

四
 

二
三
 



有
 
島
武
郞
 
仝
；
^
^
 
五
卷
 
 

四
 
二
 四
 

と
 

云
へ
 

り
。
 

こ
は
莊
 

園
の
 

起
原
 

を
 

述
べ
た
 

る
 

も
の
と
 

し
て
 

は
 

甚
だ
 

不
完
全
な
 

り
と
 

す
と
 

雖
も
、
 

當
時
民
 

部
 

卿
 

藤
 

原
 

冬
 

緖
が
ニ
 

事
を
奏
 

し
た
る
 

其
 

一
 

に
、
 

「
前
略
 

京
 

戶
の
女
 

は
 

事
 

外
國
に
 

異
り
蠶
 

桑
の
 

勞
を
 

知
ら
す
、
 

都
て
 

杵
 

臼
の
 

役
 

無
し
。
 

加
 

之
 

其
 

用
に
 

當
る
所
 

を
 

云
 

ふ
に
 

最
も
 

微
少
た
り
。
 

名
 

は
こ
れ
 

口
 

分
 

な
れ
 

ど
も
 

實
は
身
 

潤
に
 

あ
ら
す
、
 

况
ん
ゃ
 

亦
 

公
卿
の
 

子
女
、
 

王
侯
の
 

妻
妾
 

此
尺
土
 

を
 

得
れ
 

ど
も
 

其
 

れ
 

何
の
 

益
 

か
 

あ
ら
ん
 

云
々
」
 

と
 

云
へ
 

る
 

を
 

見
、
 

又
、
 

「
宇
多
 

醍
醐
の
 

朝
 

以
後
 

は
 

其
 

弊
 

甚
だ
し
く
 

な
り
、
 

奸
猾
の
 

民
權
 

貴
の
 

莊
に
 

集
り
、
 

威
權
を
 
挾
で
 
庄
 側
の
 
民
 田
 を
 侵
し
 
三
 叫
 十
 町
を
領
 
し
て
 
賦
稅
を
 
輸
さ
ビ
 
る
 
も
の
 
あ
り
。
 
或
は
 
田
地
 
を
ば
 
寄
進
せ
 
り
と
 
詐
り
、
 
宅
舍
を
 

ば
賣
與
 

せ
り
と
 

號
 

し
て
 

課
役
 

を
 

遁
れ
、
 

阈
吏
 

も
其
詐
 

り
な
る
 

を
 

知
れ
 

ど
も
 

權
贵
を
 

憚
り
て
 

禁
 

す
る
 

事
な
 

か
り
し
 

を
 

兌
れ
ば
 

* 
當
 

時
よ
 

り 莊
圜
な
 
る
 も
の
 
漸
く
 
多
く
 
而
 し
て
 
莊
園
內
 
に
 於
け
 
る
 設
備
 渐
次
備
 
り
て
 
國
衙
と
 
拮
抗
す
 
る
に
 
至
れ
る
 
を
 知
る
 
に
 足
る
な
 
り。 

光
孝
 

天
皇
 

は
庸
 

主
に
し
て
 

爲
す
 

所
な
 

く
、
 

宇
多
 

天
皇
 

は
 

守
成
の
 

德
 

あ
り
し
 

も
其
氣
 

鋒
に
 

於
て
、
 

到
底
 

基
經
の
 

門
地
に
 

於
て
 

才
能
に
 

於
て
^
 

越
せ
る
 

を
 

摧
く
能
 

は
す
し
て
 

成
 

を
 

こ
れ
に
 

受
け
た
 

る
の
 

み
。
 

醍
醐
に
 

至
り
て
 

は
 

藤
 

原
 

時
 

平
氣
銳
 

に
し
て
 

才
を
 

負
ひ
淸
 

和
の
 

時
 

諸
 司
に
 
分
つ
 
に
 田
園
 
を
 
以
て
し
 
其
牧
 
入
に
 
よ
り
て
 
衣
食
す
 
る
の
 
制
 を
 定
め
た
り
。
 
田
園
の
 
種
類
 
甚
だ
 
多
く
 
祌
田
、
 
寺
 田
、
 布
薩
戒
 
m
、
 

放
 生
 田
、
 
勅
旨
 
田
、
 
公
廨
 
田
、
 
御
巫
 
3
T
 
采
女
 
m
r
 
射
 s
、
 
建
兒
 
田
、
 
攀
抆
 
5
、
 
諸
衞
射
 
田
、
 
左
右
 
馬
 寮
 田
、
 
飼
 戸
田
、
 
勸
舉
 
田
、
 

典
藥
寮
 

田
、
 

節
婦
 

田
、
 

易
 

S
T
 

膂
カ
 

田
、
 

婦
女
 

田
、
 

懌
獨
 

田
、
 

船
 

瀨
功
德
 

田
、
 

造
船
 

瀨
料
 

田
、
 

賜
 

急
 

m
 

等
の
 

免
租
 

MJ
 

國
領
の
 

間
に
 

錯
 

綜
 し
て
 
起
り
 
來
 
る
の
 
弊
 を
 
矯
め
ん
 
と
し
て
、
 
班
田
 
を
實
 
行
し
て
 
課
戶
を
 
多
く
し
，
 
皇
 親
王
 
臣
の
 
百
姓
の
 
土
地
 
を
 購
入
す
 
と
稱
 
し
、
 
百
 

姓
と
 
結
託
し
て
 
租
を
牧
 
め
ざ
る
 
を
 
致
す
 
を
禁
 
す
る
 
等
の
 
事
 を
な
 
せ
し
 
も
、
 
滔
々
 
た
る
 
流
 弊
 は
 遂
に
 
挽
囘
す
 
可
く
 
も
 
あ
ら
 
ざ
り
 
き
。
 

失
 雀
：
 人
皇
の
 
時
、
 
將
門
純
 
友
の
 
叛
 あ
り
。
 
朝
廷
 
狼
狽
し
て
 
辛
く
 
之
れ
 
を
鎭
壓
 
せ
し
 
も
 
空
 乏
 
せ
る
 
國
庫
 
は
愈
ぷ
 
空
 乏
し
、
 
如
何
と
 
も
 

す
る
 
能
 は
す
。
 
租
稅
 
の
み
 
に
て
も
 
一
躍
し
て
 
七
 公
三
^
と
 
な
り
 
租
稅
 
以
外
の
 
徵
發
亦
 
こ
れ
に
 
適
へ
 
り
と
 
云
 
ふ
。
 
(
二
 
千
 五
 百
年
お
)
 

し
 

か
も
 
其
 委
細
 
は
缺
 
如
し
て
 
知
る
 
可
ら
 
す
。
 

か
く
て
 
後
一
 一； 條

 天
 皇
の
卽
 
位
に
 
至
る
 
ま
で
 
朝
廷
の
 
農
政
 
施
設
に
 
於
て
 
殊
に
 
著
し
き
 
も
の
 
あ
る
 
を
昆
 
す
。
 
唯
 藤
原
氏
の
^
 
權
 愈
よ
 
其
 



勢
を
逞
 

く
し
 

道
 

長
に
 

至
り
 

其
 

榮
 

華
と
 

腐
敗
に
 

於
て
 

極
點
に
 

達
し
た
 

る
と
 

寺
院
が
 

盜
賊
を
 

防
ぐ
 

爲
め
 

武
備
 

を
な
 

す
の
 

必
要
 

を
 

感
じ
 

武
 

を
な
 

し
て
よ
り
 

こ
れ
 

を
 

以
て
 

私
慾
 

を
滿
 

す
の
 

具
と
 

な
し
、
 

朝
 

威
 

を
 

犯
し
 

小
 

民
 

を
 

苦
め
 

て
 

土
地
の
 

兼
併
 

を
 

行
 

ふ
に
 

汲
々
 

た
り
し
 

と
、
 

固
に
 

於
け
 

る
 

武
士
の
 

實
カ
 

漸
く
 

强
大
 

と
な
り
、
 

前
 

九
 

年
の
 

役
以
來
 

源
氏
 

は
 

深
く
 

其
根
莩
 

を
^
!
:
 

に
 

抉
桢
し
 

武
人
の
 

心
を
义
 

^
し
て
 

也
 

口
 

飛
躍
の
 

素
 

を
 

作
り
し
 

三
 

事
 

あ
り
し
 

の
み
。
 

後
三
條
 

fK
 

皇
は
 

英
主
な
 

り
、
 

天
皇
の
^
 

す
る
 

所
は
旣
 

に.
； 

ぉ
述
に
 

{!
: 

へ
る
 

藤
：
 

を
 

抑
制
 

し
 

藤
 

原
 

氏
の
 

華
奢
の
 

爲
 

め
に
 

破
 

壞
し
盡
 

さ
れ
た
 

る
 

地
方
 

制
度
の
 

改
革
 

を
な
 

し
 

一
 

般
經
濟
 

の
^
 

新
 

を
 

計
ら
ん
 

と
す
る
 

に
あ
り
 

き
。
 

當
時
 

夭
 

下
 

大
半
 

不
輸
の
 

地
た
り
 

し
か
ば
 

延
久
 

元
年
 

令
し
て
 

寬
德
 

ニ
ハ
牛
 

以
後
の
 

新
設
に
 

係
る
 

莊
^
 

は
 

； 
切
-
 

s
:
^
 

し
 

北
ハ
以
 

お
の
 

も
の
と
 

雖
も
券
 

契
の
 

曖
昧
な
る
 

も
の
 

は
こ
れ
 

を
 

停
め
し
 

め
、
 

二
 

年
に
 

至
リ
紹
 

布
の
 

法
 

を
 

定
め
、
 

叫
尔
に
 

至
り
て
 

估
^
 

法
 

斗
 

升
の
 

法
 

を
^
む
。
 

後
世
の
 

所
謂
 

延
 

久
の
宣
 

旨
 

升
な
る
 

も
の
 

こ
れ
な
 

り
。
 

又
 

消
極
的
 

方
針
と
 

し
て
 

は
 

諸
 

阈
の
御
 

一 朌
 

の
贽
、
 

後
^
の
 

御
 

§
5
 

を
 

，5
: 

め
 

節
 

儉
乂
て
 

衆
 

を
率
ゐ
 

し
か
ば
 

稍
 

i 
精
 

弊
 

を
 

挽
囘
し
 

得
た
 

る
 

も
 

根
柢
 

を
お
 

せ
ざ
る
 

表
面
の
 

政
策
 

は
 

旣
に
用
 

を
な
 

さ
す
、
 

一
人
^
が
 

刻
 

勵
せ
る
 

五
 

年
の
 

治
 

も
 

時
 

平
の
 

改
革
と
 

共
に
 

全
く
 

効
 

を
 

見
す
 

し
て
 

停
み
 

に
き
。
 

こ
れ
よ
り
 

以
 

後
白
河
に
 

至
り
て
 

一 
代
の
 

華
 

侈
 

殊
に
 

甚
 

し
く
 

國
カ
 
 

一
 

&
の
 

疲
弊
 

を
來
 

し
、
 

怫
敎
に
 

惑
溺
せ
 

る
に
 

よ
り
お
ぶ
，
^
:
:
.
 

:=
? 

の
^
 

锬
を
來
 

し
、
 

地
方
に
 

は
 

源
平
の
 

諸
 

族
 

起
り
 

世
 

は
 

禍
亂
を
 

破
裂
せ
 

し
め
ん
に
 

は
 

十
分
の
 

時
世
な
.
 

リ 
し
が
、
 

偶
よ
 

近
 

衞
 

時，
：：
： 

レ：
？ 

.：
 

の
 

巾
 

&
 

位
の
 

^
あ
り
，
 

此
に
 

於
て
 

竊
に
禍
 

劇
の
 

機
 

を
 

待
 

て
る
 

源
平
の
 

諸
 

ほ
乘
 

じ
て
 

事
 

を
 

起
し
 

保
 

元
の
 

亂
は
 

IZ
. 

が
^
,
 

以
來
：
 

^
醜
の
^
 

g
 

と
し
て
 

僅
か
に
 

其
 

幕
 

を
 

閉
づ
る
 

や
、
 

平
氏
の
 

亂
從
て
 

起
り
、
 

世
 

は
 

遂
に
 

武
斷
 

的
寶
 

力
に
 

於
て
 

勝
れ
 

辻
つ
.
 

に
 

於
け
 

る
 

H
 

明
 

俊
^
の
 

風
に
 

惯
れ
 

た
る
 

平
氏
の
 

左
右
す
 

る
 

所
と
 

な
り
、
 

一
 

門
の
 

公
卿
 

十
六
 

人
 

殿
上
人
 

三
十
 

叫
 

人
 

諸
！
：
 

の
受
 

お
銜
^
お
.
^
 

は
.
 

パ
ト
 

^
人
-
 

郡
國
 

を
 

領
 

す
る
 

事
 

三
十
 

餘
國
、
 

武
門
 

權
を
秉
 

る
の
 

濫
觴
 

此
に
 

成
り
ぬ
、
 

- 

而
 

し
て
 

寺
 

門
の
 

！
s
 

戾
は
 

僅
か
に
 

平
氏
の
 

力
に
 

よ
り
.
 

H
 

鎭
壓
 

せ
ら
れ
し
 

も
莊
^
 

の
 

私.
 

節
の
 

弊
 

^
民
の
 

^
^
は
 

朱
だ
^
^
 

せ
ら
れ
す
 

平
 

氏
の
 

亡
ぶ
 

る
に
 

及
び
 

此
大
 

問
題
 

は
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

の
 

解
 

釋
を
待
 

つ
 

可
く
 

さ
れ
た
り
。
 

^
倉
^
ぬ
 

初
代
の
^
 

政
 
 

ー 
二
れ
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六
 

今
此
章
 

を
閉
づ
 

る
に
 

當
り
 

前
述
の
 

諸
 

時
代
に
 

於
け
 

る
租
稅
 

變
遷
の
 

一
 

班
 

を
 

明
か
に
 

せ
ん
が
 

爲
め
表
 

を
 

以
て
 

左
に
 

こ
れ
 

を
 

比
較
す
 

o 

白
 

雉
稅
法
 

(
大
化
 

以
前
の
 

稅
 

法
と
 

同
じ
き
 

が
 

故
に
 

略
す
)
 

大
寳
稅
 

法
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第
三
 
章
 
縑
 倉
慕
府
 
初
代
に
 
於
け
 
る
 
農
政
 

1 
ム. =-是 

身
 

I  $
 
 

Aw: も
 

第
一
 
項
 

當
 時
に
 
於
け
 
る
 政
權
の
 
推
移
 

平
淸
 
盛
の
 
出
で
 
て
 政
權
を
 
握
る
 
や
 北
ハ
の
 
辛
辣
の
 
手
段
 
を
 振
 
ひ
 寺
院
 
を
强
壓
 
し
て
 
こ
れ
 
を
屛
 
息
せ
 
し
め
ん
と
 
し
、
 
公
卿
の
 
私
 領
地
 
を
 

多
く
 
公
沒
 
し
て
 
其
 
一
 門
に
 
與
へ
 
農
民
よ
り
 
牧
斂
 
す
る
 
事
 頗
る
 
嚴
酷
 
に
し
て
、
 
而
 し
て
 
京
師
 
は
 
日
々
 
華
奢
 
遊
 宴
 を
 事
と
 
せ
し
 
か
ば
 
新
 光
 

明
 を
 仰
ぎ
 
得
た
り
 
と
な
せ
 
し
 
日
本
 
國
民
は
 
平
氏
に
 
於
て
 
籐
 原
 氏
の
 
奢
侈
 
驕
慢
に
 
加
 
ふ
る
に
 
武
斷
 
的
の
 
專
制
カ
 
を
 擅
に
 
す
る
 
懼
る
 
可
き
 

一 强
族
を
 
見
た
り
。
 
此
に
 
於
て
 
公
卿
 
先
づ
 
嫉
視
し
 
寺
 門
 反
目
し
 
全
國
の
 
平
民
 
は
 此
王
臣
 
的
 性
情
 
を
 有
す
る
 
武
臣
 
を
 戴
く
 
を
 
以
て
 
榮
と
 

せ
ざ
る
 
に
 至
り
き
。
 
此
 機
に
 
乘
 じ
政
權
 
推
移
の
 
警
鐘
 
は
 先
 づ
源
頼
 
政
の
 
敲
く
 
所
と
 
な
り
、
 
木
 曾
義
仲
 
こ
れ
に
 
應
じ
冷
 
頭
重
 
愼
 な
る
 
源
 

賴
朝
 
最
も
よ
 
く
 
上
下
の
 
輿
論
 
を
 代
表
し
て
 
立
ち
、
 
遂
に
 
兵
馬
の
 
權
を
牧
 
め
 更
に
 
治
 民
の
 
法
 を
 も
 握
る
 
に
 至
り
ぬ
。
 
し
か
も
 
玆
に
 
最
も
 



奇
異
な
る
 
現
象
と
 
な
す
 
可
き
 
は
 頼
 朝
 は
 始
め
よ
り
 
此
 大
成
功
 
を
來
す
 
可
し
 
と
 
は
 信
ぜ
 
ざ
り
 
し
 事
 
こ
れ
な
 
り
。
 
其
關
^
 
に
权
^
 
を.： 儿

め
 

し
 
は
 營
に
其
 
地
が
 
譜
代
 
恩
顧
の
 
士
を
 
有
す
る
 
爲
め
 
の
み
な
ら
 
す
义
其
 
位
置
 
全
阈
の
 
中
心
に
 
位
し
、
 
鬼
 北
の
 
發
违
 
し
來
れ
 
る
^
 
時
に
 
あ
 

り
て
 
は
玆
に
 
中
央
政
府
 
を
 構
 
ふ
る
の
 
必
要
 
あ
り
し
 
の
み
な
ら
 
す
、
 
义
 公
卿
 
等
と
 
京
師
に
 
混
 住
し
て
 
互
に
 
嫉
妬
 
怨
恨
 
を
 H
 
ふ
の
^
に
 
陷
 

ら
 
ざ
ら
ん
 
と
し
た
り
 
し
が
 
爲
め
 
の
み
な
ら
 
す
、
 
實
に
 
西
南
に
 
其
 根
據
を
 
扶
植
せ
 
る
 平
氏
の
 
爾
く
 
衰
遝
に
 
向
へ
 
る
 
を
：
^
 す
る
 
能
 は
す
し
 

て
 能
 
ふ
 可
 く
ん
ば
 
關
 東
に
 
割
 據
 し
て
 
平
氏
と
 
共
に
 
天
下
 
を
 
一 一

分
 せ
ん
と
せ
 
し
に
よ
 
る
な
 
り
。
 
賴
朝
 
己
れ
 
を
 救
 
ひ
た
る
 
池
の
^
 

の- 

盛
に
 
書
 を
 致
し
て
 
前
日
 
救
命
の
 
恩
 を
 謝
し
 
且
つ
 
朝
廷
に
 
上
書
し
て
 
亂
を
 
企
つ
 
る
に
 
あ
ら
す
、
 
朝
廷
お
 
し
：
 十
 氏
 を
^
て
 
す
ん
 
ば
扣
 
和
し
 

て
 再
び
 
仕
 
ふ
る
 
昔
の
 
如
く
す
 
る
 
も
 
可
な
 
り
と
 
云
 
へ
 る
 
を
 看
て
 
是
を
 
知
る
 
可
し
。
 

北
ハ
の
 
平
^
 
を
 
滅
亡
せ
 
し
め
て
 
後
 も
 
5： 竊

に
 
武
權
を
 

(：j 

握
せ
ば
、
 
其
 意
を
滿
 
す
に
 
足
る
 
と
な
せ
 
る
が
 
如
し
。
 
後
鳥
羽
 
天
皇
 
文
治
 
二
 年
院
宮
 

$3； 所
以
 
下
の
 
櫂
 I： 領

の
^
 
を
 朝
廷
よ
り
 
下
^
せ
ら
 

る
 
\ 
ゃ
賴
朝
 
こ
れ
に
 
答
へ
 
て
 
「
(
前
略
)
 
武
士
の
 
横
領
 
不
當
に
 
於
て
 
は
 善
 惡
最
仰
 
下
さ
る
 
可
し
 
然
 ら
ば
 
御
^
に
 
從
ひ
 
所
行
の
 
ほ
 
に
 任
せ
 

其
誡
を
 
加
へ
 
ん
此
 
外
の
 
事
 等
 (
卽
ち
 
民
事
の
 
意
)
 少
々
 
相
 交
る
 
は
 仔
細
 
を
 
知
ら
す
 
計
 
ひ
 沙
汰
す
 
る
 能
 は
す
と
 
雌
 も
 
八
/
^
 
に
 於
て
 
は
 仰
せ
 

の
 32 に

 任
せ
 
大
略
 
下
 文
 を
な
 
し
 進
上
す
 
凡
て
 
此
の
 
如
き
 
事
 自
今
 
以
後
 
は
攝
政
 
等
に
 
仰
せ
 
八
 ：： さ
し
め
 
給
 
ひ
,
 
錄
 所
に
 
下
し
 
御
成
 
收
 あ
る
 

可
き
 
な
り
 
(
後
略
)
」
 

と
 
曰
へ
 
り
。
 
以
て
 
見
る
 
可
し
。
 
し
か
も
 
大
、
 江
 廣
元
を
 
失
 
ひ
 
三
 好
^
:
^
 
を
 失
 
ひ
し
 
翊
廷
 
は
^
:
 ̂
の
 
難
き
 
小
 あ
る
お
 

に
 鎌
 倉
 幕
府
に
 
諮
詢
せ
 
し
か
ば
 
治
 民
の
 
事
 も
 
遂
に
 
武
士
の
 
左
右
す
 
る
 所
と
 
な
り
に
 
き
。
 

此
の
 
如
く
し
て
 
大
政
の
 
紀
綱
は
 
悉
く
 
武
門
に
 
歸
 し
ぬ
。
 
東
夷
と
 
し
て
 
公
卿
に
 
辱
め
ら
れ
し
^
 
人
 
は
 遂
に
 
實
權
に
 
於
て
 
豚
 利
 を
 s!、 

武
斷
 
的
に
 
し
て
し
 
か
も
 
民
主
的
な
る
 
行
政
 
は
 嘗
て
 
豫
想
だ
 
も
せ
ら
れ
 
ざ
り
 
し
鎌
盒
 
の
 地
よ
り
 
布
 か
れ
ぬ
。
 

：：：ゃぽ に：：：： 木
^
^
の
 
た
 
¥
 

革
な
 
り
。
 
實
カ
 
あ
る
 
も
の
 
天
下
 
を
 左
右
す
 
可
し
て
 
ふ
 思
想
 
は
此
 
時
よ
り
 
明
か
に
 
深
く
 
功
名
心
に
 
富
め
る
^
 
傑
^
-
の
 
心
屮
に
 
刻
ま
れ
た
 

り
。
 
而
 し
て
 
最
も
 
こ
れ
 
を
 感
じ
た
 
る
 頼
 朝
の
 
岳
父
 
北
 條
時
政
 
は
、
 
共
 老
練
な
る
 
に
 於
て
 
周
到
な
る
 
に
 於
て
 
大
^
な
る
 
に
 於
て
^
 
ろ
^
 

朝
の
 
上
に
 
あ
り
。
 
唯
 其
 門
閥
の
 
相
 如
か
ざ
る
 
の
み
。
 
し
か
も
 
頼
 朝
が
 
實
カ
的
 
政
治
の
 
端
 を
 開
 き
て
 
よ
り
 
彼
の
 
舞
^
 
は
 n
 始
 
せ
ら
れ
、
 

鎌
 
倉
 
幕
府
 
初
代
の
 
農
政
 
 

四
 
二
 九
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 
笫
五
卷
 
 

四
 

三
つ
 

彼
は
賴
 

朝
の
 

睽
肱
 

大
江
廣
 

元
三
 

好
 

康
信
等
 

を
 

以
て
 

己
れ
 

の
 

股
肱
と
 

な
し
、
 

巧
慧
 

に
し
て
 

し
か
も
 

近
眼
な
る
 

梶
原
景
 

時
 

等
 

を
 

以
て
 

己
 

t
 

の
 

走
狗
と
 

な
し
、
 

武
臣
の
 

馴
致
し
 

難
き
 

も
の
 

を
盡
 

し
て
 

遂
に
 

自
家
 

を
 

以
て
 

執
權
を
 

世
に
 

し
、
 

主
人
公
な
る
 

賴
 

朝
の
 

子
孫
 

は
 

手
を
^
が
 

る
 

傀
儡
た
 

る
に
 

過
ぎ
ざ
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

か
く
て
 

政
權
は
 

遂
に
 

陪
臣
の
 

手
に
 

落
ち
し
 

も
 

世
 

は
こ
れ
 

に
よ
り
て
 

些
少
の
 

動
搖
 

を
な
 

せ
し
 

の
 

み
。
 

以
て
 

如
何
に
 

一
般
の
 

思
想
が
 

變
 

化
せ
る
 

か
 

を
 

知
る
 

に
 

足
る
。
 

時
 

政
に
 

次
ぐ
 

に
 

沈
 

重
に
 

し
て
 

譎
 

傑
な
る
 

義
時
 

あ
り
。
 

南
 

人
が
 

北
.
^
 

に
對
 

す
る
 

最
後
の
 

打
撃
な
 

り
し
 

承
 

久
の
亂
 

を
鎭
壓
 

し
て
よ
り
 

根
蒂
愈
 

M 
堅
く
 

こ
れ
に
 

次
ぐ
 

に
 

謹
 

厚
に
 

し
て
 

誠
實
 

な
る
 

泰
時
 

あ
り
。
 

鎌
 

倉
 

幕
府
の
 

基
礎
 

遂
に
 

動
か
す
 

時
賴
に
 

至
り
て
 

は
 

農
政
の
 

施
設
 

全
き
に
 

至
り
ぬ
。
 

此
に
 

論
ぜ
ん
 

と
す
る
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
と
 

は
賴
 

朝
よ
り
 

時
 

頼
に
 

至
る
 

六
十
 

年
 

左
右
の
 

間
を
稱
 

せ
る
 

も
の
な
 

り
と
 

す
。
 

第
二
 

項
 

鎌
 

倉
 

幕
府
の
 

官
制
 

京
師
に
 

は
賴
朝
 

奏
し
て
 

右
大
臣
 

藤
 

原
 

兼
實
內
 

大
臣
 

藤
原
實
 

定
等
賴
 

朝
に
 

倾
 

倒
せ
る
 

公
卿
 

十
 

人
 

を
 

議
奏
官
 

と
し
、
 

朝
政
 

を
參
央
 

し
、
 

大
事
 

は
必
す
 

武
臣
と
 

議
 

し
て
 

施
行
 

せ
ら
る
，
 

T 事
と
 

な
り
、
 

征
夷
 

大
將
 

軍
獨
り
 

天
下
の
 

權
を
 

握
り
、
 

朝
官
は
 

筌
 

名
 

を
 

擁
す
る
 

に
 

過
ぎ
 

ざ
 

り.
 

し
か
ば
 

玆
に
は
 

其
 

委
曲
 

を
盡
 

す
の
 

必
要
な
し
と
 

信
す
。
 

故
に
 

此
 

項
に
 

於
て
 

は
 

鎌
 

倉
 

幕
府
の
 

官
制
 

を
概
說
 

せ
ん
と
す
。
 

鎌
 

倉
 

幕
府
の
 

官
制
 

は
 

其
 

法
令
と
 

共
に
 

至
て
 

簡
素
な
 

り
き
。
 

繁
文
 

縟
禮
を
 

事
と
 

せ
る
 

藤
 

原
 

氏
の
 

施
設
 

は
旣
に
 

業
に
 

民
人
 

を
 

倦
ま
し
 

め
 

た
る
 

を
 

察
し
 

た
れ
ば
 

な
り
。
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

爲
 

政
の
 

機
關
を
 

大
別
し
て
 

三
と
 

す
。
 

政
所
 

(
初
め
 

公
文
所
と
 

稱
す
)
 

侍
 

所
 

問
 

註
所
是
 

な
り
。
 

左
に
 

表
 

を
 

以
て
 

說
明
 

せ
ん
と
 

す 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

中
央
 

機
關
 

(
 

一
 

)
 

立
法
 

行
政
 

部
 



衆 衆 引 
事 

付 
衆 

(
二
)
 

司
法
 

部
 

I 寄 人 

問
 

註
 

所
 

—
執
事
 

I
I
 

賦
別
 

奉
行
 

I
I
 

問
 

註
 

奉
行
 

執
事
 

は
 

長
官
に
 

し
て
 

司
法
の
 

權
を
 

總
攬
し
 

政
務
 

評
定
の
 

席
に
 

も
 

列
す
 

〇
 

寄
 

人
 

は
 

雜
務
を
 

行
 

ひ
 

訴
^
人
の
お
 

を
^
す
 

〇
 

此
 

他
^
^
^
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

四
 

三
 

I 

，ズ 斤
へ
 初
 

め
 

も
^
 

I
 

公
文
所
 

執
權
 

(
後
見
 

職
)
 別
當
 

1
 

令
 

I 

H
S
 
 

(
麵
綱
 

I
 

恩
澤
 

奉
行
 

,1
 

安
堵
 

奉
行
 

I
 

越
訴
 

奉
行
 

I 
評
定
 
奉
行
 

I
 
諸
亭
 
奉
行
 

I 官途
 

奉行
 

I
 
保
儉
 
奉
行
 

-
倉
 

奉
行
 

I
 

寺
社
 

奉
行
 

當
は
 

長
官
 

〇
 

令
 

は
 

次
官
な
 

り
 

〇
 

執
 

權
速
署
 

は
 

諸
政
 

を
 

總
攬
し
 

連
署
 

は
 

連
判
 

を
 

公
文
に
 

加
 

ふ
 

〇
 

案
 

主
 

は
 

土
地
 

人
 

尺
 

を
^
す
 

〇
 

知
 

家
事
 

は
錢
毂
 

俸
給
の
 

制
度
 

を
 

掌
る
 

〇
 

執
事
 

は
 

國
用
經
 

費
の
 

事
 

を
 

司
る
 

〇
 

寄
 

人
 

は
 

公
務
 

を
 

行
 

ひ
雜
^
 

を
監
す
 

評
お
 

衆
 

を
 

K
 

く
に
 

及
 

び
 

其
 

中
よ
り
 

拔
擢
 

せ
り
 

〇
 

下
部
 

は
雜
 

役
に
 

供
す
 

る
卑
喊
 

な
り
 

〇
 

評
定
 

衆
 

は
執
權
 

と
共
に
 

政
所
に
 

列
し
 

政
治
 

を
議
す
 

〇
w
 

八：
： 

f
 

は
^
 

攉
 

及
び
 

評
定
 

衆
と
 

共
に
 

國
政
 

を
議
 

す
る
 

も
の
 

〇
 

引
付
 

衆
 

は
 

評
定
 

衆
 

補
助
の
 

職
な
 

り
 

評
定
 

衆
の
 

子
笫
を
 

以
て
 

こ
れ
に
 

祯
 

せ
り
 

0
ハ
人
：
=
 

人
 は
 評
定
 
衆
よ
り
 
臨
時
に
 
設
置
す
 
る
 事
 多
し
。
 

I
 

案
 

主
 

I
 

知
 

家
 

—
執
事
 

I
 

寄
 

人
 

I
 

評
定
 

I
 
寄
 合
 

—
下
部
 



下 小 寄 開 

部 舍人闔 
人 

地 守 

護 頭 I 

在
 

T
 

I
 

洛
中
 

警
衛
 

I
 

大
內
 

守
護
 

I
 

大
番
 I
 

篝
屋
 

守
護
 

人
 

有
 

島
 

武
郞
仝
 

第
^
 
五
卷
 
 

^
'
〜
二
 

訴
 

等
の
 

奉
行
 

あ
り
、
 

陚
別
 

奉
行
 

は
 

人
民
の
 

訴
訟
 

を
 

受
け
 

月
日
と
 

奉
行
の
 

姓
名
と
 

を
 

記
し
 

五
 

方
 

引
付
 

及
ぴ
當
 

局
の
 

奉
行
に
 

分
 

陚
し
處
 

分
せ
 

し
む
る
 

事
 

を
 

掌
る
、
 

越
訴
 

は
 

其
 

名
の
 

示
す
 

が
 

如
し
。
 

(
三
 

i
 

部
 

恃
所
 

I
 

別
當
 

I
 

所
 

司
—
 

I
 

小
 

侍
 

所
 

I 
別
 

常
 

I
 

所
 

司
 

刖
當
は
 

長
官
な
 

り
 

〇
 

所
 

司
 

は
 

次
官
な
 

り
 

〇
 

閗
闔
は
 

文
案
 

記
錄
 

等
の
 

事
 

を
 

司
る
 

〇
 

寄
 

人
 

は
 

書
記
な
 

り
 

一
 

に
 

右
筆
と
 

稱
す
 

〇
 

小
舍
人
 

ま
 

驅
 

使
に
 

供
す
 

〇
 

下
部
 

は
小
舍
 

人
の
 

助
役
な
る
 

可
し
。
 

録
倉
 

幕
府
 

地
方
 

機
關
 

P プ
付
衆
 
一 -

奉
 

行
人
 

I
 

侍
 

所
 

京
都
 

I
 

探
題
 

I
 

奥
州
 

總
 

奉
行
 

蝦
夷
，
 

I 
管
領
 

(
代
官
)
 

九
州
 

f 
探
題
，
 

I 
警
固
番
 



0
0
 

鎌
 

倉
 

幕
府
が
 

解
釋
 

す
べ
 

か
り
し
 

農
政
 

問
題
 

其
 

一
 

貴
族
 

寺
 

社
務
 

力
の
 

抑
壓
 

平
淸
 

盛
の
 

强
硬
 

政
略
 

は
 

痛
く
 

寺
社
の
 

暴
 

戾
を
懲
 

し
 

貴
族
 

兼
併
の
 

弊
 

を
 

抑
へ
 

し
と
 

雖
も
 

寺
社
 

は
 

依
然
と
し
て
 

其
 

勢
力
 

を
 

維
持
し
て
 

； 

方
に
 

雄
を
稱
 

し
た
り
き
。
 

平
氏
の
 

義
仲
を
 

討
て
 

却
て
 

敗
る
 

k 
ゃ
辭
を
 

低
う
 

し
て
 

誓
 

喾
 

を
 

延
膀
 

寺
に
 

奉
り
、
 

「
(
前
略
)
 

S
 

し
^
 

祌
の
 

助
に
 

あ
ら
 

す
ん
 

ば
い
か
で
 

兇
徒
の
 

勝
に
 

乘
す
 

る
を
鎭
 

め
ん
 

熟
 

M
R
 

等
が
 

曩
 

祖
 

を
 

思
へ
ば
 

宜
し
く
 

木
 

願
の
 

餘
裔
と
 

謂
 

ふ
 

可
し
 

n
 

今
 

以
後
 

飚
^
 

氏
の
 

春
 

日
 

社
 

を
 

氏
神
と
 

し
 

與
福
寺
 

を
 

氏
寺
と
 

な
せ
る
 

が
 

如
く
に
 

平
氏
 

は
 

日
吉
社
 

を
氏
祌
 

と
し
 

延
曆
寺
 

を
 

氏
寺
と
 

し
 

山
門
の
 

方；
： 

を
 

以
て
 

一 
門
の
 

菩
 

と
し
 

社
家
の
 

憤
 

を
 

以
て
 

一 
家
の
 

憤
と
 

せ
ん
 

願
く
 

は
 

七
 

社
の
 

祌
明
 

擁
護
 

を
 

垂
れ
 

給
へ
 

願
く
 

は
 

三
 

塔
の
 

衆
徙
 

合
力
せ
 

し
め
よ
」
 

(
六
 

代
 

勝
 

平
 

S
)
 

と
 

云
 

ふ
に
 

至
る
 

大
和
 

全
國
は
 

寺
院
の
 

爲
 

め
に
 

公
 

稅
を
牧
 

む
る
 

事
 

能
 

は
す
し
て
 

北
條
 

氏
に
 

及
べ
る
 

如
き
 

は
 

如
何
に
.
^
 

院
 

が
 

政
權
を
 

蔑
視
し
た
 

る
か
 

を
 

知
る
 

に
 

足
る
。
 

地
方
に
 

建
設
せ
ら
れ
 

た
る
 

大
寺
 

小
院
亦
 

各
私
莊
 

を
お
 

し
奸
譎
 

な
る
 

は
こ
れ
 

と
お
で
"
 

し
て
 

其
 

所
有
地
 

を
 

寺
院
に
 

寄
附
す
 

と
稱
し
 

寺
院
に
 

僅
少
の
 

報
酬
 

を
な
 

し
て
 

朝
廷
に
 

牧
む
 

可
き
 

租
稅
を
 

免
れ
ん
 

と
し
た
 

る
が
 

如
き
 

は
、
 

怫
！
：
 

に
 

於
て
 

一
 

七
 

二
 

〇
 

年
 

以
降
、
 

路
易
 

十
四
 

世
よ
り
 

十
六
 

世
ま
で
 

佾
侶
贵
 

族
が
 

廣
漠
 

な
る
 

土
地
 

を
 

所
お
 

し
て
 

北
 

ハ
收
入
 

を
^
 

斷
せ
 

る
と
 

酷
似
せ
 

る
 

も
の
 

あ
り
き
。
 

こ
れ
 

幕
府
が
 

農
政
 

を
 

振
興
す
 

る
に
 

際
し
て
 

苦
慮
せ
 

る
 

所
な
 

り
。
 

遊
惰
な
る
 

貴
族
 

も
 

農
政
 

を
紊
亂
 

せ
る
 

一
 

種
の
 

階
級
な
 

り
 

彼
等
 

は
 

其
 

始
め
 

職
 

m
 

功
^
 

賜
 

出
 

等
に
 

よ
り
て
 

其
 

欲
を
滿
 

足
し
つ
 

に
あ
り
 

し
 

が
 

聖
武
の
 

朝
 

墾
田
の
 

事
 

を
 

許
し
て
 

以
來
 

頻
り
に
 

其
 

私
 

領
を
廣
 

む
る
 

に
 

汲
々
 

し
^
^
と
^
 

託
し
 

I お
^
の
 

所
有
地
 

を
莊
^
 

な
り
と
 

稱
 

し
て
 

冗
に
 

私
領
 

を
營
 

む
の
 

計
に
 

忙
 

は
し
く
 

後
代
に
 

及
び
て
 

は
京
官
 

は
其
衮
 

侈
に
 

よ
り
て
 

到
崁
給
 

度
し
難
 

か
り
し
 

か
ば
、
 

ネ
給
 

の
 

方
 

を
 

起
し
 

毎
年
 

家
人
 

等
 

を
官
に
 

請
う
て
 

諸
 

國
の
介
 

掾
目
史
 

生
 

等
に
 

任
じ
て
 

其
 

公
 

廨
料
を
 

取
り
 

地
方
 

所
得
の
 

蔭
 

に
^
れ
て
 

其
體
 

W
 

を
 

失
せ
 

ざ
ら
ん
 

事
を
^
 

幾
す
 

る
に
 

至
れ
り
。
 

こ
れ
 

實
に
阈
 

司
 

郡
 

司
の
 

暴
戾
 

と
共
に
 

必
す
 

解
：
^
 

せ
ざ
る
 

可
ら
ざ
る
 

大
 

問
題
た
り
 

き
。
 

鎌
 

八"
： 

^
 

府
 

初
代
 

の 
農
政
 
 

si
::
::
:-
 



有
 

岛
武
郞
 

八
 

H|
  

^
 

第
五
 
卷
 
 

g
 

三
 

四
 

其
 

二
 

戶
籍
 

及
び
 

田
 

積
の
 

調
^
 

孝
德
 

天
皇
の
 

朝
、
 

戶
籍
簿
 

を
 

造
り
て
 

以
來
 

天
 

智
 

天
皇
に
 

至
り
て
 

爯
 

び
 

調
製
し
、
 

こ
れ
 

を
 

庚
 

午
年
 

籍
と
稱
 

し
、
 

爾
後
 

六
 

年
毎
に
 

一
 

新
し
 

以
て
 

班
 

m
 

收
授
の
 

便
に
 

供
し
 

租
稅
 

課
不
 

課
の
 

員
數
 

を
調
杳
 

せ
ん
と
し
、
 

田
 

積
も
 

亦
 

毎
年
 

諸
國
 

司
よ
り
 

大
帳
 

司
.
 

稅
帳
 

使
.
 

調
 

帳
 

使
.
 

朝
 

集
 

使
 

を
 

朝
廷
に
 

遣
 

は
し
て
 

s
 

積
の
 

增
 

減
と
 

出
納
の
 

報
告
 

を
な
 

さ
し
め
 

た
り
し
 

が
，
 

地
方
 

豪
族
の
 

勃
興
と
 

中
央
政
府
の
 

怠
慢
と
 

に
よ
り
て
 

其
 

制
 

遂
に
 

亂
れ
國
 

司
 

等
 

良
田
 

を
私
領
 

し
て
 

荒
廢
 

せ
る
 

瘠
 

薄
な
る
 

地
 

を
 

百
姓
に
 

與
へ
輸
 

租
地
子
 

m
 

の
 

目
 

を
 

減
じ
て
 

私
慾
 

を
 

擅
に
 

す
る
 

が
 

如
き
 

事
 

多
 

か
り
き
。
 

天
 

平
 

神
 

護
 

年
中
、
 

吉
備
.
 

眞
備
.
 

備
 

3i
 

下
道
 

遡
 

磨
の
 

鄕
を
檢
 

し
て
 

課
 

丁
 

千
^
:
 

百
 

人
 

あ
る
 

を
 

註
し
た
 

る
に
、
 

貞
觀
年
 

中
 

藤
 

原
 

保
則
國
 

司
と
 

な
り
て
 

こ
れ
 

を
檢
 

す
る
 

に
 

及
び
て
 

課
 

丁
 

七
十
 

人
に
 

減
退
し
、
 

延
 

喜
の
 

年
 

藤
 

原
 

公
利
 

國
司
 

た
る
に
 

及
び
 

天
平
 

神
 

護
 

よ
り
 

僅
か
に
 

百
 

一 
一
十
 

年
な
ら
 

ざ
る
に
 

一
 

鄉
の
中
 

一
 

人
の
 

課
 

丁
 

を
 

兌
 

ざ
り
 

し
と
 

云
 

へ
る
 

が
 

如
き
、
 

浮
浪
の
 

徒
 

を
 

生
じ
て
 

民
人
の
 

離
亂
せ
 

る
 

を
 

示
す
 

と
共
に
 

戸
籍
 

調
査
の
 

如
何
に
 

散
漫
な
 

り
し
 

か
 

を
 

知
る
 

に
 

足
る
 

可
し
。
 

其
 

三
 

租
 

稅
 

前
述
の
 

如
く
 

大
 

化
に
 

制
定
 

せ
ら
れ
し
 

稅
法
は
 

七
 

變
し
和
 

銅
に
 

至
り
て
 

再
 

ぴ
大
化
 

前
の
 

制
に
 

還
り
 

爾
後
 

些
少
の
 

變
革
 

な
き
に
 

あ
ら
 

ざ
 

り
し
 

も
 

依
然
と
し
て
 

藤
 

原
 

氏
の
 

末
世
に
 

至
れ
り
。
 

し
か
も
 

こ
れ
 

表
面
上
の
 

事
の
 

み
 

朝
廷
が
 

自
由
に
 

租
調
 

を
徴
し
 

得
た
り
 

し
 

地
が
 

全
國
 

の
 

三
分
の
 

一
 

に
も
 

若
 

か
ざ
り
し
 

當
 

時
に
 

あ
り
て
 

は
 

朝
臣
 

豪
族
 

及
び
 

佾
 

侶
の
 

擅
に
 

牧
斂
し
 

殆
ど
 

常
識
 

を
 

以
て
 

謂
 

ふ
 

所
の
 

稅
率
は
 

以
て
 

標
 

準
と
 

す
る
 

能
 

は
ざ
る
 

程
に
 

至
り
し
 

な
ら
ん
。
 

保
 

元
年
 

中
に
 

あ
り
て
 

は
 

租
率
は
 

公
民
 

各
 

半
に
 

し
て
 

其
 

上
 

絹
 

絢
 

調
 

布
 

等
 

は
孝
德
 

天
皇
 

御
世
 

の
 

制
度
よ
り
 

i 
一
倍
に
 

な
れ
り
 

と
 

佐
 

藤
 

信
 

淵
 

氏
 

曰
 

へ
り
。
 

今
孝
德
 

天
 

皇
の
 

時
に
 

於
け
 

る
 

絹
 

施
 

調
 

布
の
 

額
 

を
 

見
る
 

に
 

「
奮
 

賦
役
 

を
罷
 

め
て
 

田
の
 

調
 

を
 

行
 

ふ
 

凡
そ
 

絹
 

施
 

絲
綿
は
 

幷
に
鄕
 

土
の
 

出
す
 

所
に
 

從
ひ
田
 

一
 

町
に
 

絹
 

一
 

丈
、
 

四
 

町
に
 

匹
 

を
な
 

せ
 

長
さ
 

は
 

四
丈
廣
 

さ
は
 

i 
一
尺
 

半
、
 

施
 

は
！
 

一
 

丈
、
 

二
 

町
に
 

て
疋
 

を
な
 

せ
 

長
さ
 

廣
 

さ
は
 

絹
に
 

同
じ
、
 

布
 

は
 

四
 

丈
長
 

さ
廣
さ
 

牛
に
 

娟
.
^
 

に
 

同
じ
 

一
 

町
 

こ 

略 
u
s
 
 
1
 
 

さよ 
50 ぬの 

て
^
を
な
 

せ
 

又
 

戶
趴
の
 

調
を
牧
 

む
る
 

一
 

戶
に
貲
 

布
 

一 
丈
 

二
 

尺
な
 

り
、
 

又
 

調
の
 

副
 

物
 

を
 

出
さ
し
 

む
。
 

鹽
と
貨
 

と
 

郷
土
の
 

出
す
 

所
に
 

從
 



t 戈 

布 布 飽 絹 
種 

類 

、 一 f  v^^-^ 
戶  m 

別 の の  調 

調 

調 

割 
付 
面 
積 

二 八 

叫 二 

— 

長 

丈 

四 

尺 丈 丈 丈 さ 

五 五 五 廣 

尺 尺 尺 
さ 

ふ
」
 
(
孝
德
 
記
)
 

と
 
あ
り
 
假
に
此
 
額
 を
 
一 一

倍
 す
れ
ば
 

と
な
る
 
可
し
。
 
粗
收
 
入
の
 
一
半
 
を
租
稅
 
と
し
て
 
徵
牧
 
せ
ら
れ
、
 
加
 之
 此
の
 
如
き
 
調
 を
 出
さ
 
ビ
る
 
可
ら
 
す
。
 
而
 し
て
^
 
時
の
 
夫
^
に
 

至
り
て
 
は
 其
 委
曲
 
を
 
知
る
 
可
ら
 
す
と
 
雖
も
 
戰
亂
の
 
際
と
 
て
 厘
ぶ
 
徵
發
 
せ
ら
れ
て
 
農
 閑
 だ
に
 
休
息
の
 
暇
な
 
か
り
し
 
に
 は
 あ
ら
ざ
る
 
か
。
 

鎌
 倉
 幕
府
 
は
 稅
率
を
 
均
 
一
 に
す
 
る
と
 
共
に
 
其
 稅
額
を
 
制
定
せ
 
ざ
る
 
可
ら
 
ざ
り
 
き
。
 

共
^
:
 
 
土
地
 
制
度
の
 
處
分
 

こ
れ
 
鎌
 倉
 幕
府
が
 
最
も
 
困
難
 
を
 感
じ
た
 
る
 可
き
 
問
題
な
 
り
。
 
抑
ぶ
 
常
時
の
 
土
地
 
は
 
叫
侗
の
 
勢
力
に
 
よ
り
て
 
分
别
 
し
て
 
支
 ぼ
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

一
は
 
朝
廷
に
 
し
て
 
其
 地
 を
國
領
 
と
稱
し
 
補
任
 
せ
ら
る
.
^
 
官
吏
 
を
 
阈
司
郡
 
司
と
 
云
 
ふ
。
 
二
 は
 朝
臣
、
 

三
 は
 武
人
、
 

叫
 は
^
^
に
 

し
て
 
其
 地
を
莊
 
園
と
 
稱
 
し
こ
れ
が
 
支
配
 
を
な
 
せ
る
 
も
の
 
を
領
 
家
と
 
稱
し
 
代
り
 
治
む
 
る
 
も
の
 
を
莊
 
巧
と
 
云
 
へ
 り
。
 
而
 し
て
^
 
1
 
力
に
 
地
 

は
 
互
に
 
犬
 牙
錯
雜
 
し
て
 
相
 犯
し
 
易
く
 
命
令
 

一
 規
 な
り
 
難
 か
り
き
。
 
源
義
 
朝
の
 
如
き
 
は
^
 
海
 十
五
 
ケ
阈
 
を
^
^
し
 
安
^
 
氏
の
 
如
き
 
は
 奥
 

羽
の
 
全
土
 
を
領
 
し
、
 
平
氏
に
 
至
り
て
 
は
 知
行
す
 
る
 所
 
三
十
 
ケ
阈
莊
 
園
 
五
 百
餘
所
 
田
園
 
は
 北
 ハ
數
を
 
知
ら
す
 

と-. ム
ひ
、
 
而
 し
て
 
屮
 A
 化
む
 

^
 
食
 
幕
府
 
初
代
の
 
農
政
 
 

ra::: ん 



有
お
 

武
郞
 

蕖
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

n;
 

六
 

る
 

所
の
 

國
郡
擲
 

里
の
 

制
 

は
 

王
政
 

衰
へ
 

て
よ
り
 

莊
と
云
 

ひ
 

保
と
 

云
 

ひ
 

名
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

各
所
に
 

散
布
し
て
 

全
く
 

破
壞
 

せ
ら
れ
 

大
小
 

亂
雜
せ
 

ひそ
か 

り
。
 

是
に
 

於
て
 

豪
 

民
 

勢
家
 

は
 

私
に
 

郡
 

名
 

を
 

立
て
た
 

る
 

も
の
 

諸
國
に
 

多
し
。
 

常
 

陸
 

關
郡
笠
 

問
 

郡
 

近
、
 

江
 

勢
 

多
 

郡
 

伊
豆
 

北
 

條
郡
肥
 

後
 

米
 

良
 

郡
 

五
家
 

郡
の
 

如
き
 

は
こ
れ
 

な
り
。
 

土
地
 

所
冇
の
 

制
度
 

全
く
 

壞
亂
 

し
て
 

毫
も
 

統
一
な
 

か
り
し
 

を
 

見
る
 

可
し
。
 

こ
れ
 

を
收
容
 

し
て
 

一
定
の
 

法
 

制
の
 
下
に
 
律
 せ
ん
 
事
 は
 亦
錄
倉
 
幕
府
が
 
解
釋
す
 
可
き
 
農
政
 
上
の
 

一 大
 問
題
な
 
り
し
な
 
り
。
 

其
 

五
 

農
民
の
 

救
 

治
 

此
 

問
題
 

は
 

前
述
せ
 

る
 

諸
 

制
度
 

改
革
の
 

成
功
と
 

共
に
 

自
然
に
 

解
釋
 

せ
ら
る
 

可
き
 

問
題
な
る
 

可
し
 

と
雖
 

も
、
 

長
 

日
月
の
 

間
戰
亂
 

s
 

爲
め
 

に
 

疲
弊
 

困
憊
 

を
 

極
め
た
 

る
 

農
民
 

等
 

は
 

日
常
の
 

生
活
に
 

於
て
 

著
し
き
 

悲
境
に
 

沈
淪
 

せ
る
 

も
の
 

あ
り
き
。
 

鎌
 

含
 

幕
府
 

は
こ
れ
 

に
 

向
っ
て
 

種
 

種
 

救
 

治
の
 

方
策
 

を
 

講
ぜ
し
 

が
 

如
し
。
 

唯
 

日
本
に
 

於
て
 

從
 

來
編
述
 

さ
れ
し
 

歴
史
 

は
 

概
ね
 

事
實
の
 

表
面
に
 

委
し
く
 

し
て
 

裏
面
に
 

疎
に
、
 

現
 

象
 

を
 

描
く
 

に
密
 

に
し
て
 

其
 

源
 

由
 

を
 

探
る
 

に
 

薄
き
 

が
 

故
に
、
 

其
 

記
載
の
 

事
實
は
 

皮
相
 

的
な
る
 

政
治
 

史
 

多
く
 

國
民
ー
 

般
の
 

生
活
の
 

狀
態
思
 

想
の
 

變
遷
等
 

は
 

だ
徴
し
 

難
き
 

も
の
 

あ
り
。
 

從
て
 

こ
れ
に
 

對
 

す
る
 

爲
政
 

者
の
 

施
設
の
 

如
何
 

も
 

其
 

記
載
 

粗
笨
に
 

流
れ
 

易
し
と
 

な
す
。
 

幸
 

あに 

に
玆
 

に
こ
れ
 

を 
論
す
 

る
に
 

方
り
 

多
く
の
 

誤
謬
な
 

か
ら
ん
 

事
 

を 
庶
幾
せ
 

す
ん
 

ば 
あ
ら
す
。
 

以
上
 

は
 

鎌
 

倉
 

幕
府
が
 

解
釋
す
 

可
 

か
り
し
 

農
政
 

問
題
の
 

最
も
 

重
要
な
る
 

も
の
と
 

す
。
 

例
言
に
 

も
 

明
記
せ
 

る
が
 

如
く
 

論
者
の
 

云
 

ふ
 

所
の
 

農
政
と
 

は
 

軍
に
 

政
府
が
 

法
令
に
 

よ
り
て
 

施
設
せ
 

る
 

も
の
 

i 
み
 

を
 

指
す
 

に
あ
ら
 

ざ
る
が
 

故
に
、
 

民
間
に
 

於
て
 

な
さ
れ
た
 

る
 

施
設
 

も
 

亦
倂
 

せ
て
 
此
に
 
論
ぜ
ん
 
と
す
る
 
も
の
な
 
り
。
 

, 
第
二
 
節
 
鎌
 含
 幕
府
の
 
農
政
 
細
論
 

笫
 

一
項
 

鎌
 

食
 

幕
府
の
 

農
政
 

機
關
 

前
提
に
 

於
て
 

鎌
 

愈
 

幕
府
の
 

{R
 

制
 

を
 

擧
げ
略
 

i 
當
 

時
の
 

政
治
 

機
關
が
 

如
何
に
 

運
轉
 

せ
ら
る
 
 

か
 

を
 

示
し
た
り
。
 

今
玆
に
 

農
政
に
 

關
係
 



あ
る
 

官
廳
 

及
び
 

官
名
 

を
 

擧
げ
當
 

時
の
 

農
政
 

機
關
が
 

如
何
に
 

運
轉
 

せ
ら
れ
し
 

か
 

を
 

述
べ
ん
 

と
 

欲
す
。
 

笫
 

一 
款
 

政
 

所
 

政
所
 

は
 

前
述
せ
 

し
 

如
く
 

鎌
 

倉
 

本
府
に
 

於
て
 

首
腦
の
 

位
置
に
 

坐
し
 

行
政
と
 

立
法
の
 

權
を
 

握
り
、
 

^
政
に
 

對
し
 

て
は
^
 

也
】
 

M
s
 

r
K
5
-
 

定
 

計
算
の
 

事
 

を
 

司
る
 

案
 

主
な
る
 

職
 

あ
り
、
 

土
地
 

人
民
 

貢
賦
の
 

事
錢
穀
 

出
納
の
 

亊
を
領
 

す
。
 

政
所
 

は
實
に
 

内
閣
.
 

^
ェ
商
 

及
び
 

内
外
 

務
を
漦
 

ね
た
る
 

も
の
に
し
て
 

案
 

主
 

は
大
藏
 

及
び
 

農
工
 

商
務
 

を
 

司
れ
る
 

も
の
な
 

り
。
 
 

- 

又
 

奉
行
 

人
な
る
 

も
の
 

あ
り
 

評
定
 

衆
よ
り
 

臨
時
に
 

兼
任
す
 

る
 

も
の
に
し
て
 

其
 

中
^
 

政
に
 

關
係
 

あ
る
 

も
の
 

を
舉
ぐ
 

し
ば
、
 

安
堵
 

奉
行
 

家
人
 

或
は
 

神
社
 

怫
寺
 

等
の
 

領
地
 

を
 

襲
ぎ
 

或
は
 

下
附
 

す
る
 

時
 

公
 

券
を
與
 

ふ
る
 

を
^
る
。
 

藍
 

奉
行
 

藍
 

作
の
 

監
察
 

を
な
 

さ
し
め
 

し
も
の
に
 

し
て
 

作
物
 

獎
勵
の
 

爲
め
乂
 

は.
 

作
物
に
 

對
 

す
る
 

粪
龙
 

警
察
の
^
 

め
、
 

比
ハ
 

如
き
 

奉
行
 

を
 

置
き
し
 

は
 

史
上
に
^
 

せ
ら
れ
た
 

る
 

も
の
 

こ
れ
の
 

み
な
り
と
 

雖
も
、
 

思
 

ふ
に
 

常
 

此
の
 

如
き
 

秫
 

頌
の
 

奉
行
 

は
.
^
 

し
て
 

齢
か
ら
 

ざ
り
 

し
な
ら
ん
 

と
 

察
せ
ら
 

る
。
 

倉
 

奉
 

行
 

諸
國
 

よ
り
 

貢
し
 

來
る
錢
 

穀
の
事
 

を
 

掌
る
 

も
の
。
 

倉
な
る
 

字
に
 

よ
り
て
 

《お
 

時
宫
 

倉
の
 

鎌
な
 

に
^
 

f
 

お
さ
え
つ
 

ゝ 
あ
り
し
 

を
 

推
察
す
 

る
に
 

足
る
 

と
雖
 

も
、
 

其
 

詳
細
に
 

至
り
て
 

は
途
に
 

知
る
 

可
ら
 

す
。
 

此
他
鎌
 

倉
 

本
府
に
 

於
て
 

は
 

問
 

註
 

所
 

あ
り
。
 

專
ら
 

土
地
 

所
お
 

の
 

事
 

等
に
 

附
 

き
て
 

裁
斷
を
 

な
し
、
 

常
時
に
 

あ
り
て
 

は
お
 

政
 

の
 

施
ュ
 

k
 

極
 

め
て
 

緊
要
な
る
 

作
 

W
 

を
な
 

せ
り
と
 

雖
も
、
 

直
接
 

農
政
 

上
に
 

關
係
 

あ
る
 

も
の
に
 

あ
ら
ざ
る
 

が
 

故
に
 

此
に
 

は
，
 

1
ぉ
 

せ
ざ
る
 

可
し
。
 

第
二
 

款
 

守
 

護
 

守
護
と
 

次
 

款
に
述
 

ぶ
 

可
き
 

地
頭
と
 

は
 

共
に
 

地
方
 

農
政
 

官
の
 

代
表
者
な
 

り
。
 

鎌
 

食
^
^
 

初
代
の
^
 
政
 
 

し 



有
 

鳥
武
郞
 

全
集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

三
 

<
 

守
護
と
 

は
 

追
 

捕
 

使
の
 

名
の
 

ー
變
 

せ
る
 

も
の
な
 

り
。
 

今
 

追
 

捕
 

使
の
 

起
源
 

を
考
 

る
に
 

延
曆
 

年
中
 

諸
 

國
の
軍
 

圑
を
廢
 

し
 

兵
士
 

を
 

停
め
ら
れ
 

こ
ん
で
い
.
 
 

よつ
 

て
よ
り
 

各
國
撿
 

非
違
 

使
健
兒
 

等
の
 

設
け
 

あ
れ
 

ど
も
 

以
て
 

不
逞
の
 

徒
 

を
鎭
壓
 

す
る
 

に
 

足
ら
す
。
 

仍
て
諸
 

國
に
追
 

捕
 

使
 

を
 

置
か
れ
 

其
 

始
め
 

は
 

臨
時
の
 

職
に
 

し
て
 

所
在
の
 

叛
亂
 

等
の
 

餘
燼
 

を
鎭
 

め
ん
が
 

爲
め
 

起
り
 

し
も
の
 

な
り
し
 

が
、
 

後
 

こ
れ
 

を
 

平
時
に
 

も
 

置
き
て
 

警
備
 

檢
斷
を
 

な
さ
し
 

む
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

而
 

し
て
 

其
 

中
 

一
 

國
を
統
 

ぶ
る
 

も
の
 

を
 

特
に
 

總
追
捕
 

使
と
 

稱
 

し
た
り
。
 

天
慶
の
 

頃
よ
り
 

押
領
 

使
な
る
 

も
の
 

あ
 

り
 

後
に
 

は
 

追
 

捕
 

使
と
 

同
じ
く
 

國
內
 

な
る
 

暴
行
 

不
逞
の
 

徒
 

を
平
肅
 

す
る
 

職
と
 

な
れ
り
。
 

是
 

等
は
莊
 

園
の
 

漸
く
 

盛
大
と
 

な
り
 

豪
 

民
に
 

し
て
 

其
附
隸
 

せ
る
 

下
民
の
 

多
數
 

を
率
ゐ
 

武
士
の
 

形
狀
 

を
な
 

せ
る
 

も
の
 

\ 
中
 

殊
に
 

門
閥
 

あ
り
 

衆
望
 

あ
る
 

も
の
 

を
 

選
み
 

補
し
 

た
る
 

も
の
 

\ 
如
 

し
。
 

而
 

し
て
 

追
 

捕
 

使
 

は
 

自
ら
 

世
襲
と
 

な
り
 

深
く
 

极
柢
を
 

其
 

地
方
に
 

占
め
て
 

一
部
の
 

民
心
 

を
牧
攪
 

せ
し
 

も
の
 

あ
り
し
 

な
り
。
 

文
治
 

元
年
 

賴
朝
大
 

江
 

廣
：
 

兀
の
議
 

に
從
ひ
 

平
氏
の
 

殘
黨
を
 

治
す
 

る
 

を
 

以
て
 

名
と
 

し
 

諸
 

國
の
國
 

衙
に
追
 

捕
 

使
 

を
 

置
け
 

り
。
 

而
 

し
て
 

守
護
 

の
稱
 

は
元
曆
 

元
年
 

一 
一
月
 

賴
朝
、
 

其
臣
 

梶
原
景
 

時
、
 

土
肥
實
 

平
に
 

命
じ
 

使
 

を
 

遣
 

は
し
て
 

播
磨
美
 

作
 

三
備
の
 

諸
國
を
 

守
護
せ
 

し
め
た
る
 

に
 

濫
觴
せ
 

る
が
 

如
き
 

も
 

兩
稱
は
 

其
 

後
 

暫
く
 

混
用
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

守
護
の
 

職
責
と
 

す
る
 

所
 

は
 

大
番
を
 

催
促
し
、
 

謀
反
 

殺
害
 

人
 

を
檢
し
 

、
盗
賊
の
 

追
 

捕
 

罪
人
の
 

決
罸
を
 

掌
り
、
 

凡
そ
 

軍
陣
に
 

は
 

國
內
の
 

地
 

頭
 

家
人
 

を
 

催
し
 

百
姓
 

を
驅
 

率
し
て
 

事
に
 

從
ふ
 

に
あ
り
 

(
東
 

1.
)。
 

始
め
は
 

國
 

中
の
 

雜
務
を
 

も
 

沙
汰
し
た
 

り
し
が
、
 

貢
 

稅
牧
租
 

の
 

事
に
 

至
り
 

て
 

は
 

全
く
 

干
涉
 

す
る
 

事
 

を
 

禁
ぜ
ら
れ
 

し
も
 

厘
よ
 

其
 

禁
を
 

犯
し
て
 

國
領
を
 

掠
鸯
し
 

擅
に
 

其
 

貢
租
 

を
 

私
す
る
 

が
 

如
き
 

事
 

あ
り
し
 

か
ば
、
 

貞
 

永
 

式
目
の
 

編
纂
 

さ
る
.
 

* 
に
 

及
び
て
 

は
斷
 

然
大
番
 

催
促
 

謀
反
 

殺
害
 

卽
ち
大
 

犯
三
條
 

を
治
定
 

す
る
 

權
 

の
み
 

を
 

授
け
ら
れ
た
り
。
 

故
に
 

一
 

毘
 

守
護
 

は
 

幕
府
の
 

農
政
と
 

は
 

何
等
の
 

關
涉
 

も
な
 

き
 

官
職
な
る
 

が
 

如
き
 

も
 

守
護
の
 

國
領
に
 

配
布
せ
ら
れ
 

國
衙
の
 

勢
力
 

を
 

殺
ぎ
 

て
 

其
 

農
民
 

を
 

左
右
す
 

る
の
 

權
を
慕
 

府
に
牧
 

む
る
 

事
な
 

か
り
せ
ば
 

到
底
 

幕
府
の
 

基
礎
 

を
 

鞏
固
に
 

し
 

財
源
 

を
豐
 

富
な
ら
 

し
む
る
 

事
 

を
 

得
 

ざ
り
 

し
な
り
。
 

守
護
 

は
 

始
め
 

一
圃
に
 

一
人
 

補
 

せ
ら
る
 

\
を
 

以
て
 

通
例
と
 

せ
し
 

も
 

半
國
數
 

郡
の
 

も
の
 

あ
り
、
 

數
國
に
 

亙
れ
る
 

も
の
 

あ
り
、
 

北
 

條
時
政
 

の
 

七
 

ケ
國
の
 

守
護
 

を
 

兼
ね
、
 

佐
々
 

木
定
 

綱
の
 

近
 

江
の
 

守
護
 

職
 

を
 

以
て
 

長
 

門
 

石
 

毘
兩
國
 

の
 

守
護
 

を
 

兼
ね
、
 

島
 

津
左
衞
 

門
 

尉
 

忠
文
は
 

大
隅
薩
 



摩國 守護 職た るが 如き、 又 大和 國は 初より 守護 地頭 を 置か
す
 興 ，幅 寺の 大乘

院
 一 乘院の 管下に S かれ

し
が
 
如き を： ：！- 

て
 知
る
 
可
し
。
 
守
護
 
は
 皆
 世
襲
に
 
し
て
 
罪
科
 
あ
る
に
 
あ
ら
 
ざ
れ
ば
 
改
 補
せ
 
ざ
る
の
 
制
な
 
り 
(
柬
鑑
 
)。 而

 し
て
 
闽
內
に
 
地
頭
の
 
闕
職
 
あ
る
 

時
 は
 守
護
 
こ
れ
 
を
兼
攝
 
す
る
 
事
 あ
り
。
 
故
に
 
守
護
 
人
 は
 居
 館
 居
城
 
等
 を
 構
へ
 
ー
國
の
 
兵
賦
を
 
沙
汰
し
！
：
 
衙
に
對
 
し
て
 
守
護
 
所
と
 
稱
し
 

た
り
。
 

又
 

守
護
の
 

闕
國
も
 

あ
り
し
 

が
 

如
し
。
 

文
 

永
年
 

中
 

蒙
古
の
 

來
襲
 

せ
し
 

時
 

肥
 

後
國
は
 

守
護
 

人
を
缺
 

き
た
る
 

が
 

爲
め
北
 

ハ
^
の
.
^
 

名
 

菊
 

池
 以
下
 
皆
 少
貳
覺
 
惠
の
指
 
命
 を
 受
け
て
 
防
戰
 
し
た
り
し
 
が
、
 
弘
 安
の
 
時
に
は
 
秋
 田
 域
 次
 郞
盛
宗
 
肥
 後
阈
の
 
守
護
 
職
と
 
し
て
 
下
，
 M: せ

し
 

が
 故
に
、
 
其
國
の
 
大
名
 
家
人
 
等
 は
 皆
 盛
宗
の
 
命
令
に
 
服
し
て
 
防
戰
 
せ
し
 
に
よ
り
て
 
知
る
 
事
を
^
 
可
し
。
 

守
護
 

代
、
 

又
 

代
と
 

稱
 

す
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

其
 

起
原
 

判
然
せ
 

ざ
る
 

も
の
 

あ
れ
 

ど
も
 

要
す
る
に
 

銶
介
 

幕
府
の
 

極
め
て
 

初
代
に
 

は
 

起
れ
 

る
 

も
 

の
に
 

あ
ら
ざ
る
 

可
し
。
 

守
護
に
 

代
り
て
 

事
務
 

を
 

掌
る
 

は
 

其
 

字
の
 

示
す
 

所
の
 

如
し
。
 

其
 

守
護
の
 

族
 

人
 

若
く
 

は
 

家
宰
を
 

以
て
 

北ハ
 

職
に
 

一 ̂
ら
 

し
む
へ
 

舰
 

f
j
f
c
p
^
 

顆
誠
第
 

)
o
 

又
 

小
 

守
護
 

代
と
 

稱
 

す
る
 

も
の
 

あ
り
 

o 
守
護
 

代
の
 

部
屬
を
 

以
て
 

こ
れ
 

を
 

描
し
 

ゆ
 

護
 

代
に
 

代
り
て
 

ふ
 

故
に
 

又
 

代
と
 

云
 

ひ
、
 

叉
 

代
官
と
 

云
 

ふ
 

郷
)
。
 

亦
 

臨
時
に
 

守
護
 

職
の
 

使
命
 

を
 

奉
じ
て
 

m
s
4
s
 

し
^
 

稅
を
^
 

：： 
し
盜
贼
 

を
 捕
へ
 
非
違
 
を
禁
 
す
る
 
等
の
 
事
 を
 司
る
 
o
 
 (
s
j
 彻
、
 已花
)
 

守
護
 

は
 

鎌
 

倉
の
 

家
人
 

を
 

以
て
 

こ
れ
 

を
 

補
し
た
り
。
 

其
 

傣
給
は
 

委
し
く
 

之
れ
 

を
 

知
る
 

に
 

山
な
 

し
と
 

雖
も
賴
 

朝
が
 

北
 

條
時
政
 

を
し
て
 

奏
 

せ
し
め
、
 

「
行
 

長
義
 

經
逃
竄
 

し
て
 

輙
く
搜
 

捕
し
 

難
し
。
 

若
し
 

聞
く
 

に
 

從
て
兵
 

を
發
 

せ
ば
 

郡
！
：
^
 

耗
し
共
 

ら
れ
 

す
。
 

請
 

ふ
^
を
し
て
 

諸
國
に
 

守
護
 

を
 

置
き
 

莊
 

園
に
 

地
頭
 

を
 

置
か
し
 

め
 

所
在
に
 

就
て
 

擒
 

獲
せ
ば
 

勞
せ
 

す
し
て
 

宛
 

行
 

せ
ん
。
 

(
屮
 

略
)
 

北
ハ
ぉ
 

粒
の
 

如
き
 

は
 

五
畿
山
 

陽 山陰 南海 西 海 二十 六 ケ國莊 公 を 論ぜす、 段別に 米 五 升 を 課して これに 充た しめん」
 

(i「lp
f> 

と- ムへ るに 依り 

て
 

見
ば
 

所
謂
 

每
段
五
 

升
の
 

兵
糧
米
の
 

中
よ
り
 

給
與
 

し
た
る
 

が
 

如
き
 

も
該
 

兵
糧
米
 

は
 

全
く
 

地
頭
の
 

〔
む
 

分
と
 

な
る
 

も
の
な
 

り
き
。
 

ケ
^
 

名
 

領
主
 

次
第
に
 

よ
れ
ば
 

島
 

津
忠
久
 

の
 

弟
 

兵
 

衞
忠
季
 

を
 

若
 

狹
國
の
 

守
護
 

職
に
 

補
せ
 

し
 

時
、
 

當
國
今
 

常
 

名
 

を
 

守
護
 

領
 

と
し
て
 

g
 

は
り
し
^
 

あ
 

る
 

を
 

見
れ
ば
 

自
餘
の
 

諸
 

國
も
其
 

例
に
 

從
ひ
 

所
管
の
 

廣
狹
 

に
よ
り
 

相
當
の
 

領
地
 

を
給
與
 

せ
る
 

も
の
 

ゝ 
如
し
。
 

前
述
せ
 

る
 

守
^
 

所
と
 

は
卽
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

四
！
 

二 
九
 



有
 
島
 
武
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卷
 
 

w
 四
 
0
 

ち
 其
 守
護
 
領
 中
に
 
設
け
ら
れ
 
た
る
 
も
の
に
 
は
 
あ
ら
ざ
る
 
か
。
 

第
三
 
款
 

地
 

頭
 

： 土 綱
 漸
く
 
廢
 弛
し
 
莊
國
諸
 
國
 
に
增
殖
 
し
 
私
 田
 各
所
に
 
倍
蓰
 
す
る
 
に
當
 
り
、
 
莊
鬨
を
 
有
す
る
 
も
の
 
を
 領
主
 
叉
 は
領
 
家
と
 
云
ひ
莊
 
園
の
 

貢
 稅
を
收
 
む
る
 
も
の
 
を
 
地
頭
と
 
云
へ
 
り
。
 
し
か
も
 
こ
れ
 
皆
 領
主
の
 
私
に
 
設
 く
る
 
所
に
 
し
て
 
未
だ
定
 
名
 あ
り
し
 
に
あ
ら
 
す
。
 
故
に
 
下
司
 

公
文
 
目
 
代
 等
と
 
倂
稱
 
し
た
り
き
 
(
l
l
g
)
c
 
平
氏
 
國
抦
を
 
握
る
 
に
 及
び
 
其
 私
領
の
 
地
に
 
地
頭
 
職
 を
 置
き
て
 
牧
稅
の
 
事
 を
 掌
ら
 
し
む
 

(
錢
、
 家
 誠
 1
)
。
 
其
 名
稱
靡
 
制
に
 
出
で
 
た
り
と
 
云
 
へ
り
 
(
«
微
)
、
"
 
平
氏
 
西
 海
に
 
沒
 落
せ
し
 
時
 院
宣
に
 
よ
り
て
 
行
 家
 
を
 
S
 國
の
 
地
頭
に
 

. 補
し
 
義
經
を
 
九
州
の
 
地
頭
に
 
補
せ
 
り
。
 
頼
 朝
 
こ
れ
 
を
 
口 實

と
し
 
守
護
 
を
 置
く
 
と
 
同
時
に
 
全
國
の
 
公
田
 
莊
 保
に
 
地
頭
 
を
 設
け
た
り
。
 

仍
 

て
 賴
朝
を
 
呼
ん
で
 
總
 地
頭
と
 
稱
す
 
る
に
 
至
れ
り
。
 

地
頭
の
 
職
責
 
は
 軍
籍
 
徴
集
の
 
事
 を
 
司
る
。
 
事
故
 
あ
れ
ば
 
守
護
の
 
令
 を
 俟
ち
總
 
領
に
從
 
つ
て
 
兵
役
に
 
佻
し
 
叉
 京
都
 
鎌
 倉
の
 
大
番
を
 
勤
 

む
 <
M
 龍
衰
 I
、
 賀
缝
式
 
S
 マ
 
地
頭
の
 
所
管
に
 
屬
す
る
 
地
域
 
は
 守
護
と
 
等
し
く
 
數
ケ
國
 
に
 一 t
 
も
の
 
あ
り
 

一
 國
の
 
も
の
 
あ
り
 
數
郡
 

I
 郡
 

等
 定
規
 
あ
る
に
 
あ
ら
す
。
 
而
 し
て
 
地
頭
に
 
補
 
せ
ら
る
 

\ 
も
の
 
は
 敢
て
 
御
家
人
に
 
限
る
 
に
あ
ら
 
す
。
 
麿
 侶
 あ
り
 
商
賈
 
あ
り
 
(
延
曆
 
元
年
 

こ
れ
 
を
 停
む
)
 
婦
人
 
さ
 
へ
 あ
り
た
 
る
が
 
如
し
。
 

地
頭
 
或
は
 
其
 地
に
 
赴
か
す
 
人
 を
 遣
 は
し
て
 
こ
れ
に
 
代
ら
し
 
む
る
 
を
 
地
頭
 
代
と
 
云
 
ひ
 又
 眼
 代
と
 
云
 
ふ
 

明
 )
o
 承
 久
の
變
 
亂
に
際
 

し
 
地
頭
の
 
官
軍
に
 
投
ぜ
る
 
も
の
 
は
 其
 職
 を
褫
て
 
こ
れ
 
を
 有
功
 
者
に
 
授
け
て
 
新
 補
 地
頭
と
 
稱
す
。
 
又
舊
地
 
を
領
し
 
重
ね
て
 
新
 職
 を
蒂
ぶ
 

る
 
も
の
 
を
 本
 新
 兼
 帶
と
云
 
ふ
 (
絲
 |
|
 汰
)
 コ
而
 
し
て
 
本
 新
兼
帶
 
た
る
 
も
の
 
は
 先
 づ
錄
倉
 
幕
府
の
 
御
家
人
と
 
な
り
て
 
後
 許
さ
る
 
 
>  な

り
。
 

地
頭
 
は
 毎
 段
 五
 升
の
 
兵
糧
米
 
を
 得
分
と
 
せ
る
 
の
 外
、
 
給
 田
 あ
り
し
 
は
將
 
軍
執
權
 
次
第
 
及
び
 
長
 門
 本
 平
家
物
語
に
 
見
 ゆ
と
 
雖
も
、
 
其
 

地
核
の
 
如
き
 
は
 知
り
^
し
。
 

貞
應
！
 
一
年
に
 
至
り
て
 
公
私
 
田
園
 
十
 町
 毎
に
 
免
 田
 
一
 町
 を
 給
し
 

一 段
 毎
に
 
米
 五
 升
 を
 加
徵
 
し
て
 
新
 補
の
 
得
 



八
 

刀
と
 

せ
り
。
 

こ
れ
 

を
 

折
中
 

法
と
 

云
 

ふ
。
 

以
て
 

一
般
に
 

於
け
 

る
 

地
頭
の
 

俸
給
 

を
概
 

察
す
る
 

を
^
ん
 

か
。
 

以
上
 

守
護
 

地
頭
の
 

二
 

職
 

何
れ
も
 

純
粹
の
 

農
政
 

官
と
 

は
稱
す
 

可
ら
 

す
。
 

こ
れ
 

往
時
 

{n
::

 
制
の
 

簡
素
な
 

り
し
 

時
飞
 

に
あ
り
 

て
よ
，
 

の
^
 

に
あ
 

り
て
も
 

免
る
 

可
ら
ざ
る
 

所
に
 

し
て
 

殊
に
 

農
業
と
 

軍
備
 

を
 

以
て
 

一
 

阈
經
營
 

の
 

基
礎
と
 

な
せ
る
 

^
へ
お
 

幕
府
が
、
 

地
お
 

せ
に
 

ム
 

ロ
^
の
 

欖
 

と
 

兵
備
の
 

權
と
を
 

併
せ
 

秉
 

ら
し
め
 

し
 

は
 

當
然
の
 

結
 

栗
と
 

云
 

は
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

守
護
 

地
頭
の
 

下
に
 

あ
り
て
 

其
 

職
 

を
分
檐
 

せ
し
 

も
の
 

必
す
ゃ
 

あ
り
た
 

る
 

可
し
 

と
雖
 

も
、
 

今
 

悉
く
 

北
 

ハ
詳
細
 

を
 

知
る
 

に.
 

^
 

な
し
。
 

姓
钱
 

. と
 

云
 

へ
 

る
 

も
の
 

あ
り
。
 

束
 

寺
 

百
合
 

文
書
に
 

(
裏
書
 

下
知
 
狀
案
)
 
 

. 

太
 

田
庄
內
 

末
武
：
 

A
 

姓
 

職
 

事
 

先
 

百
姓
 

等
兩
方
 

共
冇
其
 

科
 

然
者
依
 

爲
當
庄
 

之
 

便
宜
 

宛
 

賜
 

快
 

深
 

之
 

1!
 

中
原
 

氏
 

女
 

0
〇
 

叙
 

W
 

云
 

々
 

事
實
；
 

以
ぉ
 

鏘
.
^
 

其
 

4
 

彌
ド
き
 

J1
 

住
 

先
度
 

下
 

文
 

快
 

深
 

致
勸
農
 

以
下
 

沙
汰
 

所
當
 

公
事
 

住
 

百
 

姓
 

等
 

之
例
不
 

令
澥
怠
 

之
 

由
^
 

被
 

下
知
^
^
 

其
^
 

之
 

條
如
件
 

文
 

永
 

十
一
 

年
 

二
月
 

二
十
 

六
：
 
U
 
 

(
花
押
)
 

と
 

云
 

へ
る
 

に
よ
り
て
 

知
る
 

可
し
。
 

此
他
 

此
の
 

如
き
 

官
職
 

必
す
ゃ
 

存
在
せ
 

し
な
る
 

可
し
 

と
 

雖
も
其
 

如
何
な
る
 

階
級
に
：
 

あ
し
 

如
 

可
な
る
 

職
 

を
 

司
れ
る
 

も
の
な
る
 

か
 

は
 

察
す
る
 

に
 

由
な
 

し
。
 

他
日
 

精
お
 

の
 

上
に
 

讓
る
。
 

第
二
^
 
 

土
地
 

制
度
に
 

對
 

す
る
 

政
策
 

土
地
 

制
度
に
 

對
 

す
る
 

政
策
 

は
 

鎌
 

含
が
 

農
政
 

を
講
 

す
る
 

に
當
り
 

極
力
 

意
 

を
 

川
ゐ
し
 

所
に
 

し
て
、
 

足
 

利
德
 

川
の
^
^
:
 

尔
共
餘
 

影
 

を
 

受
け
 

た
 

る
 

も
 

の
 

多
し
 

と
な
す
。
 

今
玆
 

に
款
を
 

別
ち
 

て
 

順
次
に
 

其
 

始
末
 

を
述
 

べ
ん
と
 

欲
す
。
 

^
倉
 

幕
府
 

初
代
の
 

農
政
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一一
 

第
一
 

款
 

土
地
の
 

牧
容
 

土
地
 

所
有
 

權
の
 

推
移
 

及
び
 

地
積
の
 

廣
狹
は
 

一
 

朝
 

一
 

夕
に
 

し
て
 

形
成
 

せ
ら
る
.
 

1 
も
の
に
 

あ
ら
お
。
 

何
れ
の
 

國
 

に
：
^
 

て
も
^
す
 

や
 

長
 

日
 

月
に
 

亙
る
 

歷
 

史
的
 

變
 

革
を
經
 

た
る
 

も
の
な
ら
 

ざ
る
 

は
な
し
。
 

ジ
ド
氏
 

は
 

土
地
 

所
有
の
 

狀
 

態
の
 

發
達
を
 

六
 

期
に
 

區
 

分
し
て
 

論
ぜ
り
。
 

曰
 

く 第
一
 

期
 

土
地
 

所
有
 

權
の
 

未
だ
 

發
 

生
せ
 

ざ
り
 

し
 

時
代
に
 

し
て
、
 

土
地
の
 

面
積
 

甚
だ
 

多
く
、
 

而
 

し
て
 

耕
作
 

法
 

は
 

不
完
全
 

を
 

極
め
し
 

か
 

ば
 

生
產
カ
 

減
退
 

す
れ
ば
、
 

こ
れ
 

を
 

改
良
す
 

る
 

事
な
 

く
し
て
 

他
に
 

移
轉
 

せ
り
。
 

第
一
 

一
期
 

土
地
 

財
 

產
權
の
 

一
 

時
 

的
な
 

り
し
 

時
代
に
 

し
て
、
 

人
口
 

渐
く
 

稠
密
に
 

赴
き
 

人
民
 

は
 

一
 

定
の
 

土
地
に
 

定
住
す
 

る
の
 

風
 

を
 

生
じ
 

た
る
 

も
 

未
だ
 

土
地
 

を
 

分
割
し
て
 

絶
對
 

的
に
 

其
 

所
有
 

權
を
 

承
認
す
 

る
に
 

至
ら
す
、
 

土
地
 

は
 

悉
く
 

社
會
の
 

有
に
 

屬
し
唯
 

或
 

時
期
 

を
定
 

め
て
 

分
配
し
 

暫
次
 

こ
れ
 

を
 

耕
耘
し
 

以
て
 

分
配
の
 

公
平
 

を
 

期
せ
り
。
 

第
三
 

期
 

土
地
の
 

財
 

產
權
は
 

永
久
に
 

或
る
 

家
族
 

全
 

體
に
歸
 

せ
し
 

時
代
に
 

し
て
、
 

土
地
の
 

所
有
者
 

大
に
 

判
明
す
 

る
に
 

至
れ
り
。
 

但
し
 

家
長
と
 

雖
 

も
こ
れ
 

を
 

賣
買
處
 

分
す
 

る
 

事
 

を
 

得
す
。
 

何
と
 

な
れ
ば
 

土
地
 

は
 

未
だ
 

其
 

家
族
の
 

私
有
 

財
產
 

に
あ
ら
 

す
し
て
 

依
然
と
し
て
 

社
會
の
 

有
な
 

り
し
が
 

故
な
 

り
。
 

第
 

叫
 

期
 

征
服
 

時
代
 

(
封
建
時
代
)
 

に
し
て
、
 

他
の
 

豪
强
 

な
る
 

種
族
 

征
服
に
 

勝
ち
 

自
ら
 

耕
さ
す
 

し
て
 

其
 

土
地
の
 

所
有
 

權
を
 

有
し
 

被
征
 

服
 

者
 

は
 

小
作
人
と
 

し
て
 

こ
れ
 

を
 

耕
し
 

征
服
者
に
 

對
し
 

賦
役
 

若
く
 

は
 

小
作
料
 

を
收
 

む
。
 

第
五
 

期
 

地
主
 

制
度
 

時
代
に
 

し
て
、
 

自
由
 

平
等
主
義
の
 

發
達
 

と
共
に
 

封
建
制
度
 

は
 

漸
く
 

廢
 

止
せ
ら
れ
 

地
主
が
 

土
地
 

を
 

所
有
し
 

小
作
 

料
 

を
 

形
め
 

し
む
る
 

は
 

征
服
者
と
 

し
て
に
 

あ
ら
す
 

し
て
 

所
有
者
と
 

し
て
 

爾
 

か
す
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

然
れ
 

ど
も
 

普
通
の
 

所
有
 

權
と
 

土
地
 

所
有
 

權
 

と
の
 

間
に
 

は
尙
ほ
 

幾
多
の
 

區
別
存
 

し
た
り
。
 

第
 

六
 

期
 

現
今
 

多
く
の
 

國
に
 

於
て
 

は
 

未
だ
 

此
 

時
期
に
 

達
せ
す
 

と
雖
も
 

更
に
 

一
階
の
 

進
歩
 

を
な
 

す
 

時
 

は
 

土
地
 

所
有
 

權
と
 

他
の
 

听
有
權
 



介 纏 守 
守 

人人 人 

と
の
 

間
に
 

毫
も
 

區
 

別
な
 

く
こ
れ
 

を
 

處
 

分
し
 

得
る
 

に
 

至
る
 

時
代
に
 

し
て
、
 

一
 

八
 

八
 

六
年
發
 

布
の
 

濠
洲
 

ト 
ー 

レ 
ン 

法
の
 

如
き
 

は
こ
れ
。
 

看
る
 

可
し
 

其
 

所
有
 

權
の
 

變
遷
は
 

如
何
に
 

複
雜
 

な
る
 

か
 

を
。
 

故
に
 

こ
れ
が
 

改
革
 

を
な
 

す
 

は
實
に
 

一
 

朝
 

一
 

夕
の
 

事
に
 

あ
ら
す
 

根
柢
 

堅
く
 

し
て
 

容
易
に
 

拔
き
 

難
き
 

も
の
 

あ
り
て
 

存
す
。
 

獨
 

逸
の
 

如
き
 

も
 

土
地
 

制
度
の
 

積
弊
 

漸
く
 

甚
し
 

き
を
 

見
る
 

や
 

種
々
 

の
 

方
法
に
 

よ
り
て
 

北：
 

正
 

策
 

を
 

講
じ
 

或
は
 

莊
圜
法
 

(H
of
re
ch
t 
 

u.
  

Ho
fg
er
ec
ht
) 

を
發
 

布
し
 

開
放
 

律
を
發
 

布
し
 

S
 

民
 

移
住
 

法
 

及
び
 

S
 

民
 

土
地
 

EM
S:
 

法
 

(A
li

ss
ie

. 

de
lu
ng
s 
 

u
n
d
 
 

Re
nt
en
gu
ts
ge
se
tz
ge
bu
ng
) 

を
發
 

布
し
て
 

其
 

改
良
 

を
圖
 

ら
ん
と
 

し
 

一
 

八
 

〇
 

七
 

年
 

十
月
 

九
日
 

及
び
 

一
八
 
 

一
一
 

^
九
 

=：
 

卜
 

一
 

日
ス
 

タ
ヰ
ン
 

及
び
 

ハ
 

ー 
デ
ン
べ
 

ル
グ
の
 

制
定
せ
 

る
 

法
令
に
 

よ
り
て
 

僅
か
に
 

改
革
の
 

目
的
 

を
逑
し
 

^
 

る
に
 

至
れ
る
 

を：
：：
 

ル
て
、
 

北：
 

お
：
^
 

な
ら
ざ
る
 
事
業
な
る
 
を
 
知
る
 
に
 足
る
。
 

孝
德
 

天
皇
の
 

朝
 

設
立
せ
ら
れ
 

た
る
 

班
田
 

牧
授
法
 

は
 

其
當
時
 

す
ら
 

完
全
に
 

實
 

施
せ
ら
れ
 

ざ
り
 

し
に
 

加
へ
，
 

末
代
に
 

至
り
て
 

は
北
ハ
 

法
令
 

に
牴
觸
 

せ
る
 

土
地
 

私
有
の
 

法
令
 

出
で
 

て
、
 

し
か
も
 

大
 

化
の
 

制
 

意
 

を
 

其
 

儘
に
 

保
存
す
 

る
が
 

如
き
 

奇
怪
な
る
 

狀
態
 

を
な
 

せ
し
 

か
ば
、
 

藤
 

氏
の
 

末
世
に
 

至
り
て
 

は
 

土
地
 

制
度
 

は
頹
 

然
と
し
て
 

亂
雜
 

し
、
 

殆
ど
 

牧
容
 

す
る
 

に
堪
へ
 

ざ
ら
ん
 

と
せ
り
。
 

常
時
に
 

於
け
 

る
 

土
地
 

所
有
の
 

狀
況
 

は
ジ
ド
 

氏
の
 

所
謂
 

第
三
 

期
と
 

第
 

叫
 

期
と
 

の
^
に
 

位
せ
し
 

も
の
に
し
て
 

殊
に
 

其
 

土
地
 

配
分
の
 

複
雜
 

な
る
：
：
！
 

本
 

史
上
 

冬
く
 

頓
例
 

を：
： 

ル
 

ざ
る
 

所
な
る
 

可
し
 

と
 

信
す
。
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

は
 

第
三
 

期
の
 

土
地
 

制
度
 

を
破
壞
 

し
て
 

第
 

叫
 

期
の
 

も
の
と
 

な
さ
ん
 

と
せ
る
 

も
の
な
 

り
。
 

此
に
常
 

時
に
 

於
け
 

る
 

過
大
 

農
地
 

(R
at
if
un
di
a)
 

所
有
者
の
 

區
 

別
と
、
 

其
 

土
地
に
 

對
 

す
る
 

施
設
の
 

大
體
を
 

示
さ
ん
 

が
爲
 

め
^
に
お
 

を
 

以
て
 

こ
れ
 

を
 明
か
に
 
す
。
 

地
 
種
 

地
 

名
 

资 格 

所有者 . 叉 及
 
斤
 

1=
 

^
お
 

取
扱
 

者
 

0
 

倉
 

幕
 

W
 

初
代
の
^
 

政
 

四
 四
 
三
 



私 官 
六 お 

地 

莊 公又國 

園 領 領 

之 家 本 止 朝 

地 進 家 之廷 止領 地 進 

武 
, 本莊領 、 

寺 家 欉關皇 朝 
門 等 族 

家 
、所 家家 ノ 

社 勢の 攝 廷 

莊 

留一
 

—— 國 

守 
圜 所 衙 

別 莊 莊 

當司長 

地 寄 撿 

頭人抆 

有
島
武
 
郎
仝
蕖
 

第
五
 
卷
 

I
 

國
 

司
.
 

大 

—
留
守
 
職
 

l
 
目
 

弋
 

權
介
 一人 

大
掾
 

一
人
 

小
掾
ー
 
人
 た

 
H
 

一 
 

人
 

小
目
 

一 人
 

-
史
生
 

三
人
 

I
 W

 四
 四
 

—
君
 
一ず I 

:1 大
領
 

一
 人
 小

領
 

一
 

人
 

主
 政
 
三
人
 

I
 
主
 帳
 三
人
 

卽
ち
 
土
地
 
は
 
叫
 個
の
 
勢
力
に
 
よ
り
て
 
分
割
せ
ら
れ
 
た
る
 
を
 知
る
 
可
し
。
 

一、
 

朝
廷
 

二
、
 

權
門
 

勢
家
 

三
、
 

社
 

寺
 

叫
、
 

武
 

家
 



こ
れ
な
 

り
。
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

以
前
に
 

於
け
 

る
 

各
地
 

積
 

は
 

容
易
に
 

知
り
 

易
か
ら
 

す
と
 

雖
も
、
 

平
氏
 

(
武
^
の
.
^
 

部
分
)
 

の
み
が
 

有
せ
 

L 
地
域
 

三
十
 

ケ
！
：
 

に
 

及
べ
り
 

と：
 

K
 

ひ
、
 

國
領
の
 

地
 

は
 

全
阈
の
 

三
分
の
 

一 
に
も
 

及
ば
 

ざ
り
 

し
と
 

云
へ
 

る
よ
り
 

推
す
 

に
 

、
(
賴
 

家
の
お
 

^
き
に
な
り
 

時
 

政
 

政
 

子
と
 

謀
り
、
 

頼
 

朝
の
 

遣
囑
 

な
り
と
 

稱
し
頼
 

家
の
 

職
 

を
 

解
き
 

關
束
 

二
十
 

八
 

ケ
^
の
 

地
^
 

竝
に
總
 

守
護
-
 

g
 

を
北
ハ
 

r
 
 

• 
幅
に
^
 

り
、
 

お
 

千
 

幡
に
關
 

西
 

三
十
 

八
 

ケ
阈
の
 

地
頭
 

職
を
讓
 

ら
ん
と
 

せ
る
 

事
 

あ
る
よ
り
 

日
本
 

全
^
 

を
 

六
十
 

六
圃
 

と
す
る
 

時
 

は
)
 

朝
 

廷
 
 

二
十
 

ニ
國
 

權
 

I：
 

勢
 

家
 

}
 

一
 
社
 

^
 

t
 
 く
^
-
氏
 
 

三
十
 
闕
 

一 5
 
 

^
も
八
 

お
り
え
 

假
に
 

平
氏
の
 

有
せ
る
 

ン
 

マ
お
 

-；
? 

K 
き
の
 

^
族
广
 

土
地
の
 

十
分
 

二
と
 

し
」
 

ブ
,
 

是
^
よ
り
 

大
略
の
 

數
に
 

過
ぎ
 

ざ
れ
ば
 

采
 

し
て
 

正
鵠
 

を
 

得
た
 

る
 

や
 

否
や
 

を
 

知
ら
す
 

雖
も
 

* 幸
に
 

一
 

般
の
 

趨
勢
た
 

お
す
る
 

に
 

足
ら
ん
 

か
。
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

は
是
 

等
の
 

土
地
 

を
收
容
 

せ
ん
が
 

爲
 

め
先
づ
 

平
氏
 

(
武
^
)
 

を
 

殲
滅
し
て
 

土
地
^
^
に
 

對
 

し
：
^
 

も
强
大
 

な
り
し
^
 

力
 

を
む
 

破
 

し
、
 

其
 

土
地
 

を
沒
收
 

し
て
 

悉
く
.
 

こ
れ
 

を
 

幕
府
に
 

隸
屬
 

せ
し
め
、
 

其
 

御
家
人
な
る
 

も
の
 

を
 

地
！
 

g
 

と
し
て
 

任
 

し
て
、
 

北
ハ
 

机
 

稅
火
役
 

は
 

个
 

く
 

其
 

左
右
す
 

る
 

所
と
 

な
り
ぬ
。
 

旣
 

に
こ
れ
 

に
よ
り
て
 

幕
府
の
 

某
 

礎
を
鞏
 

S
 

に
せ
ん
 

に
 

は
 

十
分
な
 

り
。
 

か
く
て
 

翊
^
 

は
 

武
^
 

の
お
 

す
る
 

土
地
 

を
 

全
く
 

牧
容
 

せ
ん
と
し
 

義
 

經
を
隱
 

匿
せ
 

る
 

を
 

名
と
 

し
て
 

北
 

兵
 

十
七
 

萬
騎
を
 

有
せ
る
 

豪
族
 

藤
^
 

泰
衡
を
 

攻
め
て
 

こ
れ
 

を
 

減
し
、
 

^
 

北
の
 

地
は
此
 

一
 

豪
族
の
 

滅
亡
と
 

共
に
 

凡
て
 

幕
府
の
 

配
下
に
 

屬
隸
 

す
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

此
に
 

於
て
 

幕
府
 

は
 

武
家
に
 

次
で
 

土
地
に
 

對
 

し
て
 

勢
力
 

あ
る
 

朝
廷
の
 

阈
^
 

を
收
容
 

す
る
 

の
 

方
策
 

を
 

講
じ
 

遂
に
 

人
，
 

び
^
.
.
 

几
，
：
：
^
 

ケ
川
ゐ
 

朝
廷
に
 

請
う
て
 

曰
く
 

(
前
略
)
 

f,
i 

ふ
 

ほ
 

を
し
て
 

諸
阈
に
 

守
護
 

を
遛
き
 

莊
圃
に
 

地
頭
 

を
遛
 

か
し
め
 

所
在
に
 

就
て
 

擒
 

獲
せ
ば
 

K
 

力
せ
 

す
し
て
 

定
行
 

せ
ん
。
 

(
屮
，
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
の
 

0、
 
政
 
 

九 



有
 

烏
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

四
 

六
 

其
 

兵
粮
の
 

如
き
 

は
五
畿
 

山
陽
 

山
陰
 

南
海
 

西
 

海
 

二
十
 

六
 

ケ
國
の
 

莊
公
を
 

論
ぜ
す
、
 

段
が
 

に
 

米
 

五
 

升
 

を
 

課
し
て
 

こ
れ
に
 

充
た
 

し
め
ん
。
 

此
の
 

如
く
に
 

し
て
 

國
領
 

な
る
 

國
 

每
に
 

守
護
 

を
 

補
し
 

守
護
 

所
 

を
 

置
き
 

國
衙
と
 

相
 

併
ん
で
 

事
 

を
 

取
ら
し
 

め
し
が
 

農
民
 

は
 

自
ら
 

強
大
な
る
 

權
カ
を
 

有
す
る
 

守
護
に
 

侫
附
 

し
、
 

朝
廷
に
 

貢
す
 

可
き
 

租
稅
 

は
こ
れ
 

を
 

輸
さ
ビ
 

る
 

も
 

幕
府
に
 

收
む
 

可
き
 

兵
粮
 

米
 

は
 

謹
ん
で
 

怠
ら
ざ
る
 

に
 

至
り
 

朝
廷
の
 

威
權
は
 

自
ら
 

減
退
し
 

國
衙
は
 

遂
に
 

有
名
 

無
實
の
 

も
の
と
 

な
れ
り
。
 

平
氏
 

は
 

嘗
て
 

京
師
に
 

在
り
て
 

貴
族
と
 

衝
突
し
 

加
 

ふ
る
に
 

貴
族
 

を
壓
 

伏
し
て
 

許
す
 

所
な
 

か
り
し
 

か
ば
、
 

痛
く
 

倨
傲
な
る
 

貴
族
の
 

怨
货
 

けんえん 

を
 

買
 

ひ
 

又
 

力
 

を
 

極
め
て
 

寺
院
 

を
 

窮
迫
せ
 

し
か
ば
 

寺
院
 

亦
 

頗
る
 

平
氏
に
 

慊
焉
 

た
り
。
 

平
氏
の
 

勢
力
 

後
年
に
 

至
り
て
 

衰
頹
 

す
る
 

や
 

先
づ
立
 

ち
て
 

平
氏
に
 

寇
 

せ
ん
と
せ
 

し
も
の
 

は
 

武
人
に
 

あ
ら
す
 

農
民
に
 

あ
ら
す
 

し
て
 

實
に
 

貴
族
と
 

寺
院
と
 

な
り
き
。
 

こ
れ
 

鎌
 

倉
 

幕
府
に
 

取
り
て
 

は
 

遠
か
ら
 

ざ
る
 

殷
鑑
 

な
り
。
 

此
に
 

於
て
 

武
家
と
 

朝
廷
と
 

に
對
し
 

最
も
 

強
硬
な
る
 

手
段
に
 

出
で
 

し
 

幕
府
 

は
 

土
地
 

農
民
に
 

多
く
の
 

勢
力
 

を
 

有
せ
ざ
る
 

貴
族
 

寺
院
に
 

對
 

し
て
 

は
 

極
め
て
 

寛
大
な
る
 

處
置
 

を
な
 

せ
り
。
 

貴
族
の
 

變
亂
 

0
 

爲
 

め
に
 

其
 

莊
園
を
 

失
へ
 

る
 

も
の
 

あ
れ
ば
 

こ
れ
 

を
檢
考
 

し
て
 

還
し
 

與
へ
 

適
宜
の
 

官
職
と
 

適
宜
の
 

生
計
 

を
 

得
せ
し
 

め
て
 

其
 

姑
息
な
る
 

欲
望
 

を
滿
 

足
せ
し
 

め
、
 

寺
院
に
 

對
 

し
て
も
 

全
く
 

平
 

氏
の
 

處
 

置
と
 

反
對
に
 

出
で
 

多
く
の
 

神
社
 

怫
閣
に
 

領
地
 

を
 

寄
附
し
 

社
寺
の
 

造
營
 

あ
る
 

毎
に
 

莫
大
の
 

金
額
 

を
 

寄
進
せ
 

り
。
 

東
大
寺
の
 

み
に
 

費
す
 

所
 

銅
 

七
十
 

三
 

萬
 

九
 

千
 

五
 

百
 

六
十
 

斤
、
 

黄
金
 

一
 

萬
 

四
百
 

三
十
 

六
兩
、
 

水
銀
 

五
 

萬
 

八
 

千
 

六
 

百
 

三
十
 

兩
、
 

白
蠟
 

一
 

萬
 

一 
一
千
 

六
 

百
 

八
十
 

斤
、
 

金
箔
 

十
五
 

萬
 

枚
、
 

炭
 

一
 

萬
 

六
 

千
 

七
 

百
 

五
十
六
 

石
な
 

り
し
が
 

如
き
、
 

又
 

大
和
 

全
國
 

は
ー
乘
 

院
大
乘
 

院
の
領
 

田
と
 

し
て
 

兵
粮
 

米
 

を
 

徵
牧
せ
 

ざ
り
 
し
に
 
依
り
て
 
見
る
 
可
し
。
 

此
に
 

於
て
 

土
地
の
 

牧
容
は
 

略
 

M 
完
き
に
 

至
り
し
 

か
ば
 

大
化
 

以
来
 

其
 

制
の
 

み
を
存
 

し
て
 

全
く
 

其
實
 

な
か
り
 

し
 

班
田
 

收
授
の
 

法
 

を
全
駿
 

し
、
 

土
地
の
 

私
有
と
 

寶
 

買
と
 

を
 

許
し
 

農
民
に
 

あ
り
て
も
 

此
 

制
に
 

從
ふ
を
 

得
せ
し
 

む
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

こ
れ
 

固
よ
り
 

時
勢
の
 

然
 

ら
し
む
 

る
 

所
に
 

し
て
 

現
今
の
 

非
 

土
地
 

國
有
 

論
者
が
 

云
 

ふ
 

所
の
 

土
地
 

國
 

有
に
 

妨
害
な
る
 

種
々
 

の
 

事
情
 

は
 

旣
に
絡
 

纏
し
て
 

拔
き
難
 

か
り
し
 

に
 

依
り
し
 

な
る
 

可
し
。
 

こ
れ
 

を
 

も
 

鎌
 

倉
 

幕
府
の
 

功
績
に
 

歸
 

す
る
 

は
侫
す
 

る
に
 

庶
幾
 

か
ら
ん
。
 



第
二
 

款
 

土
地
の
 

種
類
 

及
び
 

拓
殖
 

當
時
 

存
在
せ
 

し
 

土
地
の
 

種
類
 

は
 

略
 

M 
こ
れ
 

を
 

前
章
に
 

盡
 

し
た
れ
ば
、
 

今
更
め
 

て
說
 

く
の
 

耍
 

な
し
と
 

雖
も
、
 

玆
に
鎌
 

介
お
 

府
^
 

ケ
以
 

來
 

新
た
に
 

附
 

せ
ら
れ
た
 

る
 

土
地
の
 

名
稱
 

あ
り
。
 

此
 

に
こ
れ
 

を
列
擧
 

し
て
 

少
し
く
 

こ
れ
が
 

解
釋
を
 

試
み
ん
 

と
す
。
 

其
 

一 
長
講
 

堂
 

御
料
 

長
講
 

堂
と
 

は
 

法
 

華
 

長
講
 

彌
陀
 

三
味
 

堂
の
 

略
な
 

り
。
 

故
に
 

又
 

一二
 

昧
 

堂
と
 

稱
す
 

可
し
。
 

彌
陀
を
 

以
て
 

本
尊
と
 

し
 

長
 

日
 

法
お
 

經
 

サ"
. 

r
 

る
 

も
の
な
る
 

が
 

故
に
 

信
仰
の
 

家
に
 

は
 

各
 

第
に
 

設
置
さ
れ
 

た
る
 

も
の
な
 

り
と
 

雖
も
、
 

後
世
に
 

其
 

名
 

を
 

造
せ
 

る
 

だ
 

講
^
:
 

@
.
叫
 

と
 

は
 

多
お
 

河
 

法
皇
の
 

御
所
な
る
 

六
條
殿
 

の
 

長
講
 

堂
 

を
 

指
す
 

も
の
 

な
り
。
 
 

_ 

長
講
 

堂
 

御
料
の
 

汎
く
 

知
ら
る
 

\ 
に
 

至
り
し
 

は
 

文
 

永
 

九
 

年
頃
 

な
れ
 

ど
も
、
 

旣
に
.
 

逮
 

久
の
顷
 

よ
り
 

行
 

は
れ
た
 

る
が
 

如
し
。
 

抑
 

も
：
^
 

ま
や
 

御
料
と
 

は
舊
藤
 

代
の
 

天
皇
 

孝
養
の
 

爲
め
 

長
講
、
 

八
講
、
 

供
 

花
 

等
 

を
 

執
行
す
 

る
に
 

必
要
な
る
 

料
 

口
な
 

り
。
 

長
 

講
御
 

供
米
 

は
お
 

時
お
^
 

+
 

と
 

呼
べ
 

る
 

特
別
の
 

量
器
 

を
 

以
て
 

量
り
 

一
 

定
の
料
 

田
よ
り
 

一
 

定
の
米
 

量
 

を
 

進
む
 

る
 

も
の
な
 

り
。
 

古
今
 

耍
^
 

に
 

左
の
 

文
 

あ
り
。
 

進
上
 

能
 

米
 

二
十
 

石
 

者
 

長
講
 

斗
定
 

右
 

件
 

米
 

者
 

事
 

成
熟
 

之
 

後
 

不
日
 

可
 

令
 

進
上
 

之
 

狀
如
件
 

建
 

久
捌
年
 

四
月
 

三
日
 

祌
ぉ
预
 

^
 
 

^
 

此
の
 

如
く
 

御
供
 

米
 

若
干
 

量
 

を
 

進
む
 

る
の
 

契
約
に
 

て
 

御
料
の
 

名
義
 

を
拜
 

戴
し
 

依
り
て
 

幕
府
の
 

徴
稅
 

を
脫
 

せ
ん
と
，
 

れ
る
 

も
の
た
 

ろ
：
^
 

鎌
 

倉
蓀
莳
 

初
代
の
 

農
政
 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

集
^
お
 
卷
 
 

Hg
: 

八
 

を
 

知
ら
る
 

可
し
-
 

北
條
 

氏
に
 

至
り
て
 

は
 

御
料
 

は
 

遂
に
 

尾
張
阈
 

稻
木
莊
 

g
 

氏
、
 

丹
 

波
國
弓
 

削
莊
，
 

聽
ぜ
翅
 

一
年
、
 

丹
 

後
 

國
曾
我
 

部
 

在
 
吾
妻
 
鏡
 嘉
禎
四
 
年
 十
、
 
旦
 葛
，
 
ヒ
 g
f
r
 
岩
 崎
 氏
 所
蔵
 
文
 窨
嘉
 
元
、
 
ぉ
戎
？
 

椿
 葉
、
 
^
s
s
g
l
g
d
 
前
 
田 氏

所
藏
 
文
書
 觀
應
に
 
年
 

^
 1 月 十

 一 日
の
 條
 

^
^
函
 七
实
^
 二 年

 十
月
 十
二
 曰
院
宜
 
山
お
 區
 ザ
 貝
^
 集
 

^
S
H
 函
^
 力 貝 

六
月
 十
九
 日
足
 利
 義
詮
狀
 

を
 始
め
、
 
全
 國
に
汎
 
布
し
 
遂
に
 
百
 八
十
 
莊
の
 
多
き
 
に
 及
べ
り
 
と
 
云
へ
 
り
。
 
こ
れ
實
 
に
 驚
異
す
 
可
き
 
事
實
 
な
り
。
 
而
 し
て
 
初
め
 
長
講
 
堂
 

に
 土
地
 
を
 寄
進
し
 
依
り
て
 
以
て
 
幕
府
に
 
牧
む
 
可
き
 
租
稅
を
 
免
ん
 
と
せ
し
 
は
 郡
 司
 高
 光
な
る
 
も
の
に
し
て
、
 

尾
 張
 丹
 羽
 郡
梗
本
 
鄉
稻
木
 

莊
、
 を
 寄
進
し
 
(
後
白
河
 
在
世
中
)
 
た
り
。
 
こ
れ
 
を
發
 
起
せ
し
 
所
以
 
決
し
て
 
帝
室
に
 
忠
節
 
を
 盡
す
志
 
あ
り
た
 
る
に
 
あ
ら
す
、
 
又
佛
 
敎
を
渴
 
仰
.
 

せ
る
 
の
餘
に
 
出
で
 
た
る
 
も
の
に
 
あ
ら
す
 
し
て
 
些
少
の
 
寄
進
 
米
 を
 獻
納
し
 
幕
^
の
 
租
役
を
 
免
れ
 
領
主
 
職
 を
 世
襲
し
て
 
資
 產
を
鞏
 
同
に
 
せ
 

ん
 
と
せ
し
 
が
爲
 
め
の
 
み
。
 
元
 來
錄
^
 
幕
府
 
は
 寺
院
 
祌
 社
に
 
對
 し
て
 
は
 前
述
の
 
如
く
 
至
て
 
寛
大
の
 
處
置
 
を
な
 
せ
し
 
か
ば
、
 
此
長
 
講
堂
 
御
.
 

料
の
 
事
 先
例
 
を
な
 
し
て
よ
り
 
人
民
の
 
寺
社
に
 
其
 土
地
 
を
 寄
進
す
 
る
 
も
の
 
渐
く
 
多
く
 
建
曆
 
三
年
 
詔
し
て
 

諸
國
 
吏
が
 
國
領
を
 
祌
社
佛
 
寺
に
 
寄
進
す
 
る
 
を
 
侉
 止
す
べ
き
 
事
。
 
聞
く
 
諸
國
 
吏
、
 
或
は
 
身
の
 
祈
と
 
稱
し
、
 
或
は
 
人
語
 
を
 得
て
 
國
領
の
 

公
田
 
を
 
以
て
 
祌
社
怫
 
寺
に
 
寄
進
し
 
且
其
 
寄
進
た
 
る
 
や
 當
時
奉
 
寄
の
 
志
の
 
み
に
 
あ
ら
す
、
 
永
代
 
免
許
の
 
字
 を
 載
す
。
 
新
 司
 之
れ
 
を
 停
.
 

め
ん
と
 
欲
す
れ
ば
 
則
ち
 
本
 所
 頻
り
に
 
愁
緒
を
 
結
ぶ
 
の
 源
た
り
。
 
當
任
も
 
亦
 
こ
れ
に
 
充
て
ば
 
後
代
 
定
め
て
 
錐
 を
 立
つ
 
る
の
 
地
 を
殘
さ
 

ざ
る
 
か
、
 
吏
途
 
の
法
條
 
良
に
 
術
 を
 失
 
ひ
、
 
聖
斷
の
 
處
裁
煩
 
ひ
 あ
り
、
 
其
の
 
不
治
の
 
謂
、
 
職
と
 
し
て
 
斯
れ
に
 
由
る
。
 
勅
 免
 を
 
帶
び
ざ
 

る
の
 
地
に
 
於
て
 
は
 宜
し
く
 
國
領
 
た
ら
し
む
 
可
く
 
滎
て
叉
 
自
今
 
以
後
 
永
く
 
停
止
に
 
從
 
つ
て
 
更
に
 
然
 ら
し
む
 
る
 事
 勿
れ
 

と
 
云
 ふ
に
 
至
る
 
此
狀
態
 
は
 啻
に
 
國
領
 
の
み
に
 
止
ら
 
す
、
 
鎌
 倉
 幕
府
に
 
屬
す
 
る
の
 
地
 も
亦
然
 
り
き
。
 
此
の
 
如
く
し
 
中
古
 
時
代
に
 
於
け
 

る
 所
謂
 
隱
 田
の
 
形
跡
 
を
 再
發
し
 
寺
院
 
は
こ
れ
 
に
よ
り
て
 
北
條
 
氏
の
 
末
葉
に
 
至
る
 
ま
で
 
儼
然
と
し
て
 

一
 個
の
 
勢
力
 
を
 
維
持
す
 
る
の
 
端
^
 

開
き
、
 
獨
 逸
英
 
國
 等
に
 
於
て
 
戰
國
 
時
代
に
 
最
 盛
に
 
行
 は
れ
た
 
る
 
現
象
と
 
同
 
一
 の
 現
象
 
を
呈
 
す
る
 
に
 至
れ
り
。
 

長
講
 
堂
 御
料
 
は
 
日
本
 
農
政
 
史
上
 
緊
要
な
る
 

一
 事
件
に
 
し
て
 
空
し
く
 
看
過
す
 
可
ら
ざ
る
 
も
の
な
 
り
。
 



其
 

二
 

御
家
人
の
 

所
領
 

f
 

幕
府
の
 

平
氏
の
 

莊
園
 

を
收
容
 

す
る
 

や
 

有
功
の
 

將
士
に
 

地
 

を
賜
與
 

し
て
 

其
 

領
地
と
 

な
せ
り
。
 

こ
れ
 

鎌
な
 

ぉ
府
に
 

至
り
て
 

よ
^
,
 

s
 

め
て
 

發
生
 

せ
る
 

一
 

種
の
 

土
地
な
 

り
。
 

其
 

中
 

又
數
^
 

あ
り
。
 

(
一
)
 

本
領
 

沙
汰
 

未
練
 

書
に
 

本
領
 

者
爲
開
 

發
铽
主
 

代
々
 

武
家
 

御
 

下
 

文
 

所
領
 

田
 

畠
 

等
 

事
 

賜
义
云
 

私
 

領
云
々
 

と
 

あ
り
。
 

卽
 

ち
世
级
 

の
^
 

地
に
 

し
て
 

M:
 

大
罪
 

を
 

犯
す
 

に
あ
ら
 

ざ
れ
ば
 

除
か
す
。
 

0
 

一)
 

恩
賞
 

地
 

沙
汰
 

未
練
 

害
に
 

御
 

恩
 

地
者
伕
 

代
々
 

將
軍
家
 

奉
 

分
充
給
 

所
領
，
^
;
 

也
-
 

ム
 

々 
と
 

あ
り
。
 

功
勞
 

あ
り
て
^
^
よ
り
^
 

お
と
 

ら
れ
 
た
る
 
も
の
な
 
り
。
 

(
三
)
 

新
 

恩
 

地
 

と
 

は
 

恩
賞
 

地
に
 

し
て
 

本
領
に
 

准
 

ぜ
ら
れ
 

た
る
 

も
の
 

を：
. 

ム
ふ
。
 

(
四
)
 

加
 

恩
 

地
 

と
 

は
 

尙
神
戶
 

に
加
納
 

あ
る
が
 

如
く
 

恩
賞
 

地
の
 

他
に
 

加
へ
 

賜
 

は
る
 

領
地
に
 

し
て
 

終
 

舟
 

供
與
 

す
る
 

も
の
と
 

年
 

を
 

W
 

り
て
 

給
す
 

る
 

も
の
と
の
 

別
 

あ
り
。
 

期
滿
 

ち
て
 

牧
め
 

還
す
 

を
闕
 

所
と
 

稱
す
。
 

是
等
 

は
 

呰
賫
買
 

を
 

禁
斷
せ
 

ら
れ
 

た
る
 

土
地
に
 

し
て
 

其
給
與
 

の
 

地
積
に
 

至
り
て
 

は
 

判
然
た
ら
 

す
と
 

雖
も
 

武
^
 

相
 

校
 

.>
  

力
 

I 
ド
 

6
 

ト-
 

T
 

常
 

陸
 

伊
豆
 

甲
斐
 

信
 

濃
 

等
 

は
貞
永
 

式
目
 

に
 

關
ぉ
御
 

分
の
 

國
と
 

あ
り
 

是
等
 

の
 

御
^
人
の
 

所
領
た
 

る
 

可
 

か
り
し
 

な
 

ら
 

ん
か
"
 

し
か
も
 

後
 

t
 

こ 

至
り
て
 

守
護
 

地
頭
が
 

廣
大
 

な
る
 

私
 

領
地
 

を
 

有
し
 

遂
に
 

北
條
氏
 

を
斃
し
 

(
新
 

W
 

氏
)
、
 

fK
 

下
 

を
統
 

一 
す
る
 

(
足
 

利
 

氏，
) 

に：
 

个：
 

れ
ろ
が
 

如
き
 

は
 

此
賜
 

領
地
に
 

よ
り
て
 

基
礎
 

を
 

作
り
し
 

に
 

は
 

あ
ら
す
 

し
て
、
 

守
護
 

は
 

領
^
の
 

地
 

を
 

掠
め
 

地
^
 

は
 

莊
陶
の
 

地
 

を
 

奪
 

ひ
、
 

乂
次
に
 

述
べ
ん
 

と
 

す
る
 

所
の
 

名
 

田
 

を
 

多
く
 

所
有
し
た
 

る
に
 

依
る
 

も
の
な
 

り
と
 

信
す
。
 

其
 

三
 

名
 

田
 

名
 

田
の
 

起
源
に
 

就
て
 

は
歷
 

史
家
の
 

中
に
 

も
尙
 

疑
問
と
 

し
て
 

遣
れ
り
。
 

多
く
 

は
 

鎌
 

念
 

幕
府
 

以
來
の
 

も
の
 

、
如
く
 

論
 

す
れ
 

ど
も
 

七
 

肥
^
 

鎌
 

倉
 

府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

九
 



お
 
鳥
 
武
郞
仝
 
集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 
五
 0
 

平
の
 
湯
 土
 問
答
に
 
は
 往
古
 
皇
子
 
皇
女
に
 
賜
 
ひ
し
 
所
の
 
邑
里
を
 
名
代
の
 
田
と
 
稱
し
、
 
其
 代
 字
 は
 後
世
の
 
擧
者
其
 
名
 を
 記
念
 
せ
ん
が
 
爲
め
 

に
 名
の
 
代
り
に
 
設
け
た
 
る
 田
と
 
云
 
ふ
 如
く
 
解
釋
 
す
れ
 
ど
も
 
然
ら
 
す
、
 
代
 は
 
田
 積
 を
 
示
す
 
も
の
に
し
て
 
世
 移
る
 
に
 從
ひ
代
 
を
 
以
て
 
田
 積
 

を
 
測
る
 
事
 遂
に
 
止
み
し
 
か
ば
 
代
 字
 を
 除
き
て
 
名
 田
と
 
稱
す
 
る
に
 
至
れ
る
 
も
の
な
 
り
と
 
あ
る
.
 W
 な
れ
 
ど
も
 
附
會
 
の
說
に
 
近
き
 
が
 如
し
，
 

假
令
附
 
會
の
說
 
な
ら
ざ
る
 
も
 
鎌
 倉
 幕
府
 
時
代
に
 
通
稱
 
せ
し
 
所
の
 
名
 
田
 は
 中
古
の
 
所
謂
 
名
代
の
 
田
と
 
は
 全
く
 
異
れ
る
 
性
質
 
を
 有
す
る
 
も
 

の
な
 
り
。
 
故
に
 
倭
訓
菜
 
莊
阒
考
 
等
に
 
云
へ
 
る
 如
く
、
 
東
鑑
 
文
治
 
三
年
 
s: 月

 
二
十
 
九
日
の
 
條
に
重
 
安
名
 
田
と
 
あ
る
 
を
 以
て
 
古
書
に
 
記
載
 

せ
ら
れ
た
 
る
權
 
輿
と
 
す
る
 
を
 安
當
 
な
り
と
 
す
る
 
が
 如
し
と
 
雖
も
、
 
名
 田
よ
り
 
生
ぜ
る
 
名
稱
な
 
る
 
大
名
 
小
名
 
名
主
 
等
の
 
稱
 I： の

 其
 以
前
 

よ
り
 
使
用
せ
ら
れ
 
た
る
 
を
 見
れ
ば
 
其
 實
 際
に
 
存
在
せ
 
し
 
は
 確
か
に
 
文
治
 
以
前
な
 
り
し
に
 
似
た
り
。
 
し
か
も
 
名
 
W
 
の
發
 
達
の
 
最
顯
^
 
な
 

り
し
 
は
 鎌
 倉
 幕
府
 
以
後
な
 
り
し
 
を
 以
て
 
玆
に
 
併
せ
 
說
 か
ん
と
す
 
る
な
 
り
：
 

名
 田
と
 
は
 空
 閑
の
 
地
 荒
 廢
の
地
 
等
 を
 開
墾
し
て
 
こ
れ
 
を
 
私
 
田
と
 
な
し
，
 
こ
れ
に
 
開
墾
 
者
の
 
姓
名
 
若
し
く
は
 
官
名
 
を
附
 
し
て
 
呼
べ
る
 

所
の
 
田
を
稱
 
す
る
 
も
の
に
し
て
 
三
餘
 
叢
談
に
 

「
名
 
田
と
 
云
 
ふ
 は
 俗
に
 
草
 分
と
 
云
 
へ
る
 
に
 同
じ
」
 
と
 
あ
る
が
 
如
し
、
 
現
今
 
に
て
も
 
地
方
に
 

屡
 
よ 
見
る
 
所
の
 
何
 助
 新
田
 
何
兵
衞
 
新
田
 
等
の
 
あ
る
 
は
 其
 遣
 制
 を
 
承
け
 
た
る
 
も
の
な
る
 
可
し
。
 
此
私
田
 
は
 他
よ
り
 

一 切
干
涉
 
を
受
 
く
る
 

事
な
 
し
。
 
但
し
 
買
得
の
 
田
畑
な
 
り
と
 
も
 
名
 田
 な
れ
ば
 
亦
 同
じ
く
 
然
 り
し
な
る
 
可
し
 

C 
こ
れ
 
戰
亂
 
の
餘
 
農
民
 
離
散
し
て
 
荒
 魔
の
 
田
 多
 か
 

り
し
 
か
ば
 

一
 は
 農
民
 
を
 定
住
せ
 
し
め
ん
が
 
爲
め
 

一
 は
 
肥
沃
の
 
地
 を
 無
益
に
 
放
棄
せ
 
ざ
ら
ん
 
が
爲
め
 
幕
府
の
 
取
り
し
 
政
策
た
り
 
し
 事
 は
 

東
鑑
 
に
、
 正
 治
 元
年
 
己
 亥
 賴
 家
の
 
命
す
 
る
 所
に
 
從
 
つ
て
 
兵
 庫
 頭
廣
元
 
之
れ
 
を
 奉
行
し
 
東
國
の
 
地
頭
に
 
仰
せ
 
行
 は
し
む
 
る
 趣
 は
 近
年
 
兵
 亂
打
辏
 

き
 庶
民
 
手
足
 
を
 措
く
 
に
處
 
な
し
、
 
之
れ
 
に
よ
り
て
 
農
 桑
の
 
營
み
を
 
怠
り
 
田
畑
 
多
く
 
荒
 蕪
に
 
及
べ
り
。
 
今
旣
に
 
天
下
 
太
平
の
 
時
に
 
至
 

り
 
百
姓
 
安
堵
の
 
地
に
 
栖
 宅
す
。
 
今
に
 
於
て
 
は
 要
 水
 便
宜
の
 
處
に
 
新
田
 
を
 開
 作
す
 
可
し
 
云
々
 

と
 
云
へ
 
る
に
 
よ
り
て
 
知
る
 
可
し
 
當
時
永
 
平
、
 
松
 永
、
 
弘
拔
、
 
粥
 安
富
、
 
武
久
、
 
高
 垣
、
 
安
淸
、
 
國
守
 
(
出
 雲
)
 
驕
正
 
(
河
 內
)
 
大
丸
 



(
美
 

濃
/
 

富
 

成
、
 

綾
垣
 

(
並
に
 

豊
 

後
)
：
^
 

十
 

：！
( 

筑
^
)
 

安
垣
 

(
豐
 

前
)
 

等
の
 

名
 

田
 

綾
々
 

窨
 

中
に
 

載
せ
ら
 

る
、
 

を
兑
 

る
。
 

而
 

し
て
 

名
 

田
 

を
 

多
く
 

有
せ
る
 
も
の
 
を
 大
名
と
 
稱
し
 
少
し
く
 
有
せ
る
 
も
の
 
を
 小
名
と
 
稱
し
 
領
主
 
代
と
 
し
て
 
共
 土
地
 
を
 支
配
す
 
る
 も
の
 
を
 名
主
と
 
稱
し
，
 
後
世
 

封
建
 
割
 據
の
基
 
を
な
 
せ
り
。
 
而
 し
て
 
名
 田
 
を
 多
く
 
有
せ
る
 
も
の
 
は
こ
れ
 
を
 
小
農
に
 
貸
與
し
 

耕
作
 
を
な
 
さ
し
め
、
 
初
め
は
 
數
年
 
に
し
 

て
 其
 期
限
と
 
な
せ
し
 
も
 
遂
に
 
は
 永
小
作
と
 
せ
し
 
も
の
 
あ
り
。
 
爾
來
數
 

kn 年
 名
 田
 
は
 鞏
^
な
る
 
土
 豪
乂
は
 
武
人
の
 
世
襲
 
財
^
な
 
り
き
。
 

土
地
の
 
開
墾
 
及
び
 
改
良
に
 
關
 し
て
 
は
 史
籍
の
 
徵
す
 
可
き
 
も
の
 
甚
だ
 
尠
 き
を
 
憾
む
。
 
而
し
 
て
こ
れ
 
恐
く
 
は
 史
籍
の
 
徴
す
 
可
き
 
も
の
な
 

き
の
み
な
ら
 
す
 當
時
 
幕
府
に
 
於
て
 
土
地
の
 
改
良
 
及
び
 
開
墾
に
 
關
 し
て
 
は
 自
ら
 
進
ん
で
 
こ
れ
 
を
な
 
せ
し
 
が
 如
き
^
 
は
^
ど
な
 
く
、
 
唯
 時
 

時
 農
民
 
を
 催
促
し
て
 
こ
れ
に
 
從
事
 
す
る
 
を
勸
 
め
た
 
る
の
 
み
な
り
し
 
が
 如
し
。
 
幕
府
が
 
疲
弊
し
 
或
は
^
 
迫
せ
 
る
 

民
に
 
對
 し
て
 
M
i
 
法
 

令
 を
發
 
し
て
 
其
の
 
去
就
 
を
 定
め
た
 
る
 事
 あ
り
。
 
而
 し
て
.
 &f 民

 耕
作
せ
 
ざ
る
 
間
 更
に
 
公
私
に
 
益
な
 
し
。
 
顿
朝
仍
 
て
 浪
人
 
を
 招
き
お
 
ふ
；
：
 

れ
 を
開
發
 
せ
し
め
 
乃
 貢
に
 
備
ふ
 
可
き
 
の
 旨
、
 
其
 所
の
 
地
頭
 
等
に
 
命
ぜ
り
 
と
贞
鑑
 
に
あ
る
 
が
 如
き
 
は
 其
 
一
例
に
 
し
て
、
 

ぉ
：
パ
 
だ
 小
 
八
 n
 

に
 は
 
下
 總
阈
下
 
河
 邊
莊
の
 
堤
防
 
を
 修
築
し
た
 
る
 外
 多
く
 
見
る
 
可
き
 
も
の
な
 
し
。
 

而
 し
て
 
唯
 
一 事
此
に
 
注
意
す
 
可
き
 
は
、
 幕
府
が
 
盛
に
 
武
藏
 
野
の
 
開
拓
に
 
意
 
を
 注
ぎ
て
 
頗
る
 
成
^
 
を
舉
 
げ
た
る
^
 
こ
れ
な
 
り。；： 儿

來
藤
 

原
 氏
の
 
京
師
に
 
あ
り
て
 
政
權
を
 
掌
握
せ
 
る
 時
代
に
 
あ
り
て
 
は
關
東
 
八
州
の
 
沃
野
 
も
 
恰
も
 
德
川
 
時
代
に
 
於
け
 
る
 蝦
夷
 
地
の
 
如
き
 
關
 係
に
 

過
ぎ
す
 
し
て
 
こ
れ
 
を
 開
拓
し
て
 
必
す
 
沃
野
と
 
な
し
 
得
 可
き
 
を
 知
る
 
も
 
注
入
す
 
る
资
本
 
及
び
 
I
S
 力
に
 
對
 し
て
 
遂
に
^
 

せ
ざ
る
 
を
^
 
ざ
 

り
し
な
る
 
可
し
。
 
醍
醐
 
帝
の
 
延
喜
 
年
間
に
 
於
て
 
は
譽
：
 饒
 な
る
 
武
藏
野
 
も
 
： 侗
 
の
放
畜
 
場
に
 
過
ぎ
す
、
 
駿
河
相
 
校
 等
の
 
牧
と
仉
 
せ
て
 
「
諸
 

阈
 
の
牧
」
 

と
 定
め
ら
れ
、
 
武
藏
 
阈
 
に
 
は
 檜
 前
 馬
牧
、
 
神
 崎
牛
牧
 
の
ニ
牧
 
あ
り
て
 
毎
年
 
繁
祯
馬
 
十
 匹
を
茛
 
し
 
七
 年
 链
に
蘇
 
(
蘇
と
 
け
 練
^
 

の
 

類
に
 

し
て
 

牛
乳
 

大
 

一 
斗
 

を
 

煎
じ
て
 

蘇
大
 

一 
升
 

を
 

得
る
 

と 
云
へ
 

り
)
 

一 
一
十
 

壺
を
 

貢
す
 

る
 

を
 

例
と
 

せ
し
 

が
、
 

頓
 

朝
に
 

至
り
 

府
を
鎌
 

介
に
 

II
 

く
や
 

武
藏
 
阈
は
忽
 
如
と
 
し
て
 
樞
要
の
 
地
域
と
 
な
り
 

M
a
r
g
i
n
 
 of  Cultivation 

は
 急
 轉
 直
下
の
 
勢
 を
 
以
て
 
擴
 張
し
 
來
り
、
 
^
^
渺
 
^
た
り
 

^
 

べ3
5 
 

i
o
i
 
 

初
代
 

ハ
^
 
政
 
 

W 
 

^
 
 

； 



有
 

島
 

武
郞
^
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

£:
 

ム
ニ
 

し
 

武
藏
野
 

は
 

開
拓
の
 

事
業
 

着
々
 

と
し
て
 

歩
 

を
 

進
む
 

る
に
 

至
れ
り
。
 

建
久
五
 

年
賴
朝
 

命
じ
て
 

武
藏
 

太
田
莊
 

(
埼
玉
 

郡
に
 

あ
り
)
 

の
 

堤
防
 

を
 

修
築
せ
 

し
め
 

灌
漑
 

排
水
に
 

便
じ
 

承
 

元
元
 

年
 

三
月
に
 

至
り
て
 

は
實
朝
 

地
頭
 

を
督
 

し
て
 

該
國
の
 

平
原
 

を
 

開
拓
す
 

可
き
 

方
針
 

を
 

取
ら
し
 

め
、
 

I
X
 

延
應
に
 

至
り
て
 

は
、
 

太
夫
 

尉
泰
 

綱
に
 

水
田
 

開
 

發
の
事
 

を
 

命
じ
，
 

仁
 

治
 

二
 

年
 

水
田
 

を
 

開
か
し
 

め
ん
が
 

爲
 

め
に
 

上
 

多
 

摩
 

河
の
 

水
 

を
 

灌
漑
す
 

る
 

を
 

便
と
 

し
 

柏
 

間
 

左
 

衛
門
尉
 

多
 

賀
谷
兵
 

衞
尉
を
 

奉
行
と
 

な
し
て
 

其
 

工
事
に
 

着
手
せ
 

し
め
、
 

榑
 

沼
の
 

堤
 

大
破
す
 

る
 

や
 

左
 

近
道
 

然
 

石
 

原
 

經
景
等
 

を
 

奉
行
と
 

な
し
 

百
姓
 

を
徵
發
 

し
て
 

修
築
 

を
な
 

さ
し
め
 

し
 

等
、
 

大
に
 

カ
を
盡
 

せ
る
 

の
 

跡
 

を
 

見
る
な
 

り
。
 

建
久
 

よ
り
 

仁
 

治
に
 

至
る
 ま
で
 凡
そ
 W
 十
 年
な
 り。 

第
三
 

款
 

田
 

積
の
 

調
査
 

及
び
 

租
稅
 

其
 

一
 

田
 

積
の
 

調
査
 

中
古
の
 

初
め
に
 

あ
り
て
 

は
大
帳
 

使
、
 

稅
帳
 

使
、
 

調
 

帳
 

使
 

卽
ち
叫
 

度
の
 

使
な
る
 

も
の
 

あ
り
て
 

各
所
の
 

國
衙
に
 

置
き
、
 

每
年
 

f!
I 

籍
田
檳
 

を
 

調
お
 

し
 

租
稅
の
 

出
納
 

を
 

精
算
し
て
 

地
方
 

及
び
 

中
央
 

行
政
 

機
關
の
 

連
絡
 

を
圓
 

滑
に
 

せ
ん
こ
と
 

を
勉
 

め
し
 

も
、
 

年
を
經
 

る
に
^
 

ひ
 

其
 

制
 

自
ら
 

壞
れ
 

四
 

度
 

の
 

使
の
 

名
目
 

は
存
 

す
る
 

も
 

亳
も
實
 

行
 

せ
ら
る
-
 

T 事
な
 

く
し
て
 

錶
倉
 

幕
府
 

に
 

及
べ
 

り
。
 

錄
倉
 

幕
府
 

は
 

長
き
 

變
亂
 

の
 

：绶
 

を
 

受
け
て
 

農
民
の
 

離
散
し
 

田
畑
の
 

所
有
 

主
 

も
 

判
然
た
ら
 

ざ
る
 

も
の
 

多
き
 

間
に
 

處
 

し
て
 

田
 

積
の
 

調
杳
 

を
爲
 

さ
ん
と
 

す
。
 

其
 

難
事
た
 

る
 

知
 

る
 可
し
 

o 

賴
朝
北
 

藤
 

原
泰
衡
 

を
征
 

せ
る
 

後
 

其
 

田
 

積
 

を
 

知
ら
ん
 

と
し
 

陸
 

奥
 

出
 

羽
 

兩
國
省
 

帳
 

田
 

文
 

以
下
の
 

文
書
 

を
 

求
め
し
 

に
 

平
 

泉
 

館
の
 

火
災
と
 

共
 

に
燒
 

失
し
 

去
れ
り
。
 

時
に
 

臭
 

州
の
 

住
人
 

豊
前
介
 

實
俊
竝
 

に
 

弟
 

橘
 

藤
 

王
實
昌
 

故
實
を
 

知
れ
る
 

由
 

を
 

申
 

進
 

せ
る
 

が
 

故
に
 

直
に
 

こ
れ
 

に
 

其
 

調
 

杏
；
 

を
 

命
ぜ
し
 

に
 

一 
1
 

人
 

地
圖
を
 

作
り
て
 

注
進
し
、
 

諸
 

郡
の
 

券
契
鄉
 

里
の
 

田
灿
を
 

辨
定
し
 

漏
す
 

も
の
 

三
 

箇
所
の
 

外
 

は
 

更
に
 

犯
 

失
な
 

か
り
し
 

か
ば
 

賴
朝
 

殊
に
 

こ
れ
 

を
 

感
ぜ
り
 

と
 

云
へ
 

り
。
 

當
時
 

兵
燹
の
 

爲
に
諸
 

國
田
籍
 

登
記
簿
の
 

湮
滅
に
 

歸
 

し
た
る
 

概
ね
 

此
類
 

な
り
き
。
 

而
 

し
て
 



農
民
 

等
 

は
 

W
 

積
の
 

甚
、
 

暖
 

味
な
る
 

に
^
じ
、
 

「
荒
 

地
 

不
作
と
 

稱
し
年
 

寊
：
 

止
 

稅
を
滅
 

小ノ
」 

1
 

し
、
 

守
護
 

地
：
 

g
 

の
贫
 

な
る
 

も
の
 

は
 

「
K
 

斂
を
 

重
く
 

し
 

…
…
 

劇
し
く
 

公
役
 

を
繁
 

く
す
 

瞹
剩
へ
 

暴
虐
の
 

目
 

代
 

は
 

年
貢
 

を
資
 

る
が
 

故
に
 

c
m
 

楨
の
 

1
：
 

然
 

せ
ざ
る
 

も
の
 

あ
り
し
 

が
な
 

こ
)
 

價
を
 

半
に
 

し
て
 

雜
具
を
 

費
り
 

資
村
 

な
き
も
の
 

は
 

倍
 

息
の
 

利
金
 

を
 

借
り
 

或
は
 

田
 

宅
 

を
 

g
 

ち
 

子
女
 

を
 

g
 

ぎ
こ
れ
 

を
 

以
て
^
 

ふ
。
 

お
し
 

辨
^
 

す
る
 

こ
と
 

能
 

は
 

ざ
れ
ば
 

妻
子
 

を
 

捕
へ
 

て
 

裸
に
 

し
荆
の
 

中
に
 

伏
さ
し
 

め
 

農
夫
 

を
 

縛
り
て
 

は
 

跣
に
 

し
て
 

氷
 

を
^
 

ま
し
め
 

或
は
 

牢
 

1
 

に
槃
で
 

水
食
 

を
 

止
め
 

或
は
 

井
池
に
 

浸
し
て
 

寒
風
に
 

侵
さ
し
 

め
 

何
れ
に
 

も
 

定
め
た
 

る
 

限
り
の
 

正
稅
 

を
^
^
し
 

む
」
 

(
舰
ぽ
 

い
は
)
 

と
 

云
 

ふ
こ
^
り
 

て
 

は
 

積
弊
 

も
 

亦
 

し
と
な
 

す
。
 

東
鑑
 

承：
； 

几
 

叫
 

年
の
 

條
に
 

曰
く
 

" 
三
月
 

實
朝
武
 

藏
國
の
 

田
 

文
 

を
 

造
り
 

國
務
 

の
條
々
 

更
に
 

之
れ
 

を
定
 

む
。
 

當
國
は
 

故
 

右
 

大
將
^
 

の
 

初
め
 
 

一
^
に
 

朝
 

S
 

と
し
て
 

陶
 

称
せ
 

し
む
る
 

所
な
 

り
。
 

仍
て
建
 

久
七
年
 

阈
撿
を
 

遂
げ
ら
 

る
 

\ 
と
雖
も
 

未
だ
 

目
錄
の
 

沙
汰
に
 

及
ば
 

ざ
り
 

き
。
 

此
に
云
 

ふ
 

所
の
 

田
 

文
と
 

は
 

卽
ち
田
 

積
 

を
 

登
 

錄
 

す
る
 

所
の
 

も
の
に
し
て
 

其
 

起
^
 

は
 

令
^
^
 

W
 

令
の
：
^
 

て 

A
 

記
 

云
^
 

校
 

勘
 

造
 

簿
謂
造
 

田
 

文
 
也
。
 
 

. 

と
 

あ
り
 

之
れ
 

史
籍
に
 

ff
l 

文
の
 

文
字
 

あ
る
 

嚆
 

矢
な
る
 

可
く
、
 

こ
れ
に
よ
り
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

以
前
よ
り
 

旣
に
^
 

在
せ
 

し
も
の
 

な
る
こ
と
 

を
^
 

る
 

可
し
 

と
雖
 

も
、
 

鎌
 

含
 

幕
府
 

は
 

新
た
に
 

田
 

積
 

を
 

調
^
す
 

る
に
 

當
り
此
 

文
字
 

を
 

襲
用
せ
 

る
 

も
の
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

乂
太
 

W
 

文
と
^
 

r 
る
 

も
 

の
 

あ
り
。
 

こ
れ
 

鎌
 

食
 

幕
府
に
 

至
り
て
 

作
爲
 

せ
ら
れ
た
 

る
 

文
字
な
 

り
と
 

す
。
 

戶
籍
考
 

に
 

賴
カ
 

f 
の
 

子
 

莨
 

朝
の
 

時
に
 

諸
 

國
の
太
 

田
 

文
 

を
 

作
る
 

事
 

見
え
て
 

今
に
 

弘
 

安
八
 

年
倂
^
 

太
 

出
，
 

ズ
义
 

お
，
 

几
 

叫
 

年
お
 

ゆ
^
 

文
の
^
 

1 
ろ
，
^
 

ち
 

古
の
 

戶
籍
に
 

依
リ
て
 

造
れ
る
 

田
 

文
の
 

遣
 

制
な
る
 

可
し
 

云
々
。
 

次
に
 

田
 

所
と
 

云
 

ふ
 

は
脊
內
 

W
 

代
の
 

町
 

丈
 

歩
 

員
 

數
經
界
 

を
檢
 

校
す
 

る
 

事
を
^
る
 

も
の
に
 

て
東
鑑
 

な
ど
 

に
ん
 

ズ
と
.
 

-ム
 

4
 

も
の
 

は
え
 

縑
倉
 

幕
府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

！
，
 

：，
. 



お
 
鳥
 
武
郞
仝
 
集
 
^
五
 
卷
 
 

四
 
五
 四
 

た
る
ば
、
 
此
田
所
 
ど
も
が
 
其
 處
の
田
 
代
の
 
員
數
經
 
界
を
娈
 
し
く
 
註
し
た
 
る
 文
書
 
を
 
田
 文
と
 
云
 
ひ
、
 其
國
 
中
の
 
田
 文
 ど
も
 
を
國
衙
 
(
國
 

衙
は
 
多
少
 
疑
 ふ
 可
し
〕
 
に
 取
 集
め
て
 

一
 に
 合
せ
て
 
大
帳
 
冊
と
 
し
た
る
 
を
 太
 田
 文
と
 
は
 
云
へ
 
る
な
る
 
可
し
。
 

と
 
云
 
へ
る
 
に
よ
り
て
 
見
る
 
時
 は
 
一 莊
 
一
 保
 等
の
 
田
 接
 を
 調
^
せ
る
 
も
の
 
を
 單
に
田
 
文
と
 
稱
し
、
 
之
れ
 
を
 
一
 國
に
 
集
成
せ
 
る
 
を
 
太
 田
 

文
と
 
云
へ
 
る
な
る
 
可
し
。
 
當
時
田
 
文
調
 
成
 甚
だ
 
困
難
に
 
し
て
、
 
容
易
に
 
進
 達
せ
ら
れ
 
ざ
り
 
し
 
は
 左
の
 
催
^
 
狀
を
 
見
て
 
知
る
 
可
し
。
 

(
笫
 
一
 例
)
 
冏
閱
錄
 

內
藤
次
 
郎
左
衞
 
門
 蔵
 

常
國
田
 
文
事
 
祌
社
佛
 
寺
 床
 公
領
 
等
 云
 田
 畠
 員
數
云
 
領
主
 
之
 交
 名
分
 
明
 可
 註
 申
 之
.
 5
 文
 永
 九
 年
 
十
月
 
二
十
日
 
關
東
 
御
敎
書
 
案
如
此
 

S
 質
 
1
 費
 買
 所
 
之
 名
^
 
口
 分
限
 
之
 铽
主
交
 
名
 可
 註
 申
 
之
 旨
 去
年
 
八
月
 
三
日
 
同
 被
 下
 御
敎
害
 
候
 所
詮
 
任
 被
 下
 之
 旨
 云
 彼
云
此
 
早
速
 

可
 被
 註
 申
 候
 仍
執
達
 
如
 件
 

，
ズ
永
 
十
 
一
 年
 正
月
 
八
日
 
 

源
 
 

御
 
判
 

長
 
田
 
卿
 
地
頭
 
殿
 

(
第
一
 
一
例
)
 
問
閲
錄
 

諸
國
 
W
 文
事
 
爲
 支
配
 
公
事
 
被
 召
 置
 之
處
令
 
云
々
。
 
安
藝
 
國
 文
書
 
早
速
 
可
 令
 調
進
 
且
 神
社
 
佛
寺
庄
 
公
領
 
等
 云
 田
畑
 
員
數
云
 
領
主
 
之
 

交
 名
分
 
明
 可
 被
 註
 申
 者
 也
 依
 仰
 執
 達
 如
 件
 

文
 永
 九
 年
 十
月
 
二
十
日
 
 

相
模
 

ty 
牟
 

左
 
京
大
 
夫
 
判
 

武
田
 
五
郎
次
 
郞
殿
 

北
條
泰
 
時
の
 
執
權
 
と
な
る
 
や
 精
 勵
治
を
 
謀
り
 
途
に
 
日
本
 
全
 國
の
太
 
田
 文
 を
 完
成
し
 
土
地
 
制
度
の
 
基
礎
 
漸
く
 
成
れ
り
。
 
凡
そ
 
錄
ま
慕
 

府
の
諸
 
制
北
條
 
泰
^
 
北
條
時
 
頼
に
 
至
り
て
 
初
め
て
 
完
成
 
せ
ら
れ
し
 
を
 見
る
 
可
し
。
 



薩 大日 國 

摩 隅 向 
名 

國 

• — » 
一- * 1  • 
- K  二 

〇 〇 五 町 
餘 

領 

ニノ、" L 
七 七 九 

九 六 七 
〇 七 〇 

町 
餘 

莊 

園 

uq 七 八 

〇 〇 〇 

〇 一六 〇 七 〇 
町 
餘 

總 

計 

丸
 

州
 

は
 

§
 

の
 

武
家
に
 

よ
り
て
 

支
配
 

せ
ら
る
、
 

に
 

反
し
、
 

權
門
 

社
寺
の
 

勢
力
 

依
然
と
し
て
 

旺
盛
な
 

り
し
 

か
ば
、
 

こ
れ
 

を
 

以
て
へ
」
 

g
 

の
 

平
均
 

數
 

と
な
さ
ん
 

こ
と
 

は
 

到
底
 

不
可
能
の
 

事
に
 

屬
 

す
れ
 

ど
も
 

今
 

不
幸
に
 

し
て
 

東
方
 

諸
 

國
の
田
 

積
 

如
何
 

を
 

探
 

出
す
 

る
 

能
 

は
 

ざ
ろ
 

ぺ 
お
 

に
玆
に
 
半
面
の
 
事
實
 
の
み
 
掲
げ
て
 
他
日
の
 
考
 E
 
に
 供
せ
 
り
。
 

其
 
ニ
租
稅
 

文
治
 

元
年
 

賴
朝
 

公
領
 

莊
園
 

共
に
 

兵
粮
 

米
と
 

し
て
 

段
別
 

五
 

升
 

を
 

課
せ
り
。
 

田
租
 

を
 

乃
 

貢
 

又
は
 

物
 

成
と
 

云
 

ひ
 

乂
乃
米
 

能
 

米
と
 

も
 

け
り
，
 

雜
種
 

G
 

賦
役
に
 

は
國
 

役
、
 

段
錢
、
 

段
 

米
、
 

楝
別
、
 

夫
役
、
 

夫
錢
、
 

郷
錢
、
 

含
 

役
、
 

酒
屋
 

役
ノ
 

m
 

錢
，
 

"
錢
 

等
の
 

稱
 

あ
り
 

山
：
 

は
 

レ
-
に
 

一
！
：
 

全
體
 

よ
り
 

出
す
べ
き
 

祖
 

に
し
て
 

段
 

米
 

は
 

一
段
に
 

付
き
て
の
 

租
、
 

楝
別
は
 

戶
稅
、
 

夫
役
 

夫
錢
は
 

席
-
 

鄉
錢
は
 

其
 

關
係
 

ナ
-
ろ
 

s
r
 
 

.. 

り 
取
る
 

稅
.
 

倉
 

役
 

は
 

質
屋
の
 

營
 

業
稅
，
 

目
 

錢
ロ
錢
 

は
米
租
 

運
搬
の
 

際
 

減
少
す
 

る
 

額
 

を
 

補
足
す
 

る
租
 

d
 

租
は
 

米
に
 

て
收
 

む
る
 

ぞ
分
^
 

- 

公
 

米
、
 

ヒ
分
 

米
と
 

云
 

ひ
 

其
 

額
 

を
 

代
と
 

云
 

ふ
。
 

後
世
 

石
 

代
、
 

斗
 

代
の
 

起
原
な
 

り
。
 

錢
 

に
て
 

收
 

む
る
 

を
 

分
 

錢
と
云
 

ふ
。
 

1
 

町
 

頭
乂
は
 

一
段
 

頭
と
 

云
へ
 

る
 

こ
と
 

あ
り
。
 

皆
 

其
 

面
積
の
 

十
分
の
一
 

を
 

指
す
 

も
の
な
 

り
。
 

X
 

太
 

、
半
、
 

小
と
 

ニ
ム
へ
 

る
 

こ
と
 

あ
れ
。
 

鎌
倉
^
^
 

初
代
の
^
 

政
 
 

TO
: 

：九
 

： も：
 

當
 

時
の
 

耕
作
地
 

積
 

は
 

到
底
 

知
る
 

可
ら
ざ
る
 

も
 

日
蓮
 

上
人
の
 

書
に
 

依
れ
ば
 

八
十
 

八
 

萬
 

五
千
^
な
」
 

ハ
十
 

町
歩
 

餘
 

な
り
と
 

云
 

へ
り
。
 

而
し
 

て
芘
 

園
と
 

國
領
 

と
の
 

比
較
 

は
 

建
久
中
 

(
注
意
)
 

日
向
に
 

は、
 

六
十
 

八
 

町
の
 

^
お
 

田
 

あ
り
 

上
の
 

表
中
珑
 

計
 

に 
は
こ
れ
 

を 
加
 

へ 
た
リ
 



有
 

島
武
郞
 

仝
^
^
 

五
卷
 
 

四
艽
六
 

太
と
 

は
 

一 
段
 

(
多
く
 

は
 

段
に
 

對
 

し
て
 

用
 

ふ
)
 

の
 

一一
； 

分
の
 

二
 

卽
ち
ー
 

一：
 

白
 

叫
 

十
 

歩
、
 

半
と
 

は
 

一
段
の
 

二
分
の
 

一 
卽
ち
 

fs
 

八
十
 

歩
、
 

小
と
 

は
 

一
 

段
 

€
 三
分
の
 
ー
卽
ち
 
百
 二
十
 歩
 を
稱
 
す
る
 
も
の
な
 
り。 

今
 

文
 

治
：
 

兀
年
頼
 

朝
 

の
 

課
せ
し
 

田
租
 

を
 

示
せ
ば
 

下 下 中 上 

i  hH 
平 々 

出 

田 田 田 

4/  ,       一  • 
均 

1 
段 

段 段 段 

穫 

〇 I'M 五 A -L             ノ  、 
m 八 

X 

七 
PL1 
1 暴 

九 

、石 

五斗 

六? ト 

ノ、 フ 1 

米 

租 

七 七 
五 K 

七 
五 

七 升 

五 咪 

兵 

粮 

米 XL 1L 五 五 
升 

五 

卽
ち
 

一 
段
の
 

穫
米
 

一
 

石
 

零
 

五
 

升
 

四
 

合
 

餘
に
對
 

す
る
 

一 
斗
 

1 
一
升
 

五
合
な
る
 

が
 

故
に
 

輸
 

す
る
 

所
の
 

租
米
 

は
、
 

牧
穫
髙
 

の
 

十
分
 

一
 

厘
强
な
 

り
。
 

荻
 

野
 

氏
 

は
 

共
 

日
本
 

財
政
 

史
に
 

於
て
 

若
し
 

地
 

子
 

田
の
 

法
に
 

す
れ
ば
 

兵
粮
 

米
 

併
せ
て
 

七
 

公
三
 

民
に
 

至
る
 

も
の
な
 

り
と
 

こ
れ
 

餘
り
 

に
 

多
 

き
に
 

過
ぎ
ざ
る
 

か
。
 

思
 

ふ
に
 

保
 

元
 

平
 

治
の
 

際
朝
規
 

全
く
 

紊
亂
 

し
て
 

亂
雜
 

な
る
 

徵
租
 

を
な
 

し
た
る
 

が
 

故
に
 

判
然
た
る
 

額
 

を
 

知
り
 

難
し
と
 

雖
も
七
 

公
三
 

民
よ
り
 

甚
 

し
か
り
し
 

と
 

は
 

思
惟
す
 

る
 

能
 

は
す
。
 

然
る
に
 

文
治
に
 

至
り
 

租
法
 

を
定
 

む
る
 

に
 

常
り
 

て
 

農
民
 

等
 

其
 

過
重
な
る
 

を
 

病
み
 

領
家
等
 

の
 

愁
訴
 

あ
り
し
 

が
 

故
に
 

文
治
 

一 
一
年
 

三
月
！
 

不
 

一
 

日
 

諸
 

國
兵
梪
 

米
 

催
 

事
 

於
 

今
 

者
 

可
 

停
止
 

之
 

出
 

被
 

宣
下
 

S
 

、鑑
) 

と
の
 

宣
下
 

あ
 

り
し
が
 

故
に
 

其
租
 

率
の
 

苛
酷
な
 

り
し
が
 

如
く
考
 

へ
ら
 

る
れ
 

ど
も
 

其
 

苛
酷
な
 

り
し
 

は
 

事
實
 

な
り
と
 

す
る
 

も
 

鎌
 

八
お
 

幕
府
 

時
代
 

を
 

通
じ
て
 

然
 

り
し
に
 

あ
ら
す
、
 

そ
 

は
 

表
面
上
 

兵
粮
 

米
の
 

徵
發
を
 

禁
止
せ
 

る
に
 

依
然
と
し
て
 

之
を
輸
 

せ
し
め
た
 

る
に
 

も
^
ら
 

ャ
承
久
 

の
亂
の
 

時
の
 

如
 



き
は
泰
 

時
等
義
 

時
の
 

命
 

を
 

奉
じ
て
 

鎌
 

倉
 

を
發
 

足
す
 

る
 

や
^
 

騎
 

に
し
て
 

進
む
 

も
 

道
に
 

し
て
 

相
從
ふ
 

も
の
 

卜
 

九
^
^
に
^
 

れ
る
 

を
，
 

，
i
 

如
 

何
に
 

武
人
が
 

錄
倉
 

幕
府
 

を
 

謳
歌
せ
 

し
の
み
 

な
ら
す
、
 

地
方
の
 

豪
農
 

小
 

民
 

等
 

も
 

亦
 

鎌
 

倉
の
^
 

を
^
び
 

し
 

を
 

知
る
 

に
 

足
る
 

こ
れ
，
^
 

し
て
.
，
^
 

生
 

苛
酷
 

を
 

以
て
 

臨
め
る
 

政
府
の
 

牧
受
し
 

得
 

可
き
 

効
 

某
に
 

あ
ら
す
。
 

^
よ
り
 

當
 

時
の
 

租
制
は
 

決
し
て
^
 

少
な
り
 

し
と
.
 

H.
. 

ム
 

、
た
り
ら
」
 

* 
 

^
 

政
 

本
論
に
 

は
 

五
 

公
 

五
 

民
な
 

り
し
と
 

し
 

地
方
 

凡
例
 

錄
に
は
 

叫
 

公
 

六
 

民
な
 

り
と
 

す
 

其
の
 

據
る
處
 

を
 

g
 

す
 

能
 

は
ざ
る
 

も
ト
 
 

一 
^
の
も
^
 

i
 

の
 

上
 

m
 

一 
 

石
 

五
斗
 

六
 

升
 

餘
中
田
 

一 
石
！
 

一
斗
 

叫
 

升
餘
下
 

K
 

九
 

斗
 

一 
一
升
 

餘
 

と
し
て
 

所
 

^
^
貢
 

米
を
算
 

す
れ
ば
、
 

民
、
 

五
 

公
 

五
 

民
の
 

間
に
 

あ
り
と
 

云
 

は
ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

後
堀
河
 

天
 

皇
貞
 

永
：
 

兀
年
 

(
文
治
 

元
年
の
 

租
制
を
 

定
め
て
 

よ
り
 

四
十
 

五
 

年
〕
 

^
永
 

式
目
 

發
 

布
せ
ら
れ
 

諸
 

制
 

太
に
 

改
革
 

せ
ら
る
、
 

と
こ
ろ
 

あ
 

り
、
 

花
圃
 

天
 

皇
文
保
 

二
 

年
 

東
き
 

領
 

丹
波
阈
 

年
貢
 

請
 

文
に
 

上
中
下
^
の
 

租
法
を
 

載
す
 

る
 

あ
り
、
 

此
法
 

或
は
 

1M
 

永
 

式
 

n
 

制.
，」
 

r
>
t
l
 

に
 
は
 あ
ら
ざ
る
 
か
。
 

花
園
 

fK
 

皇
文
保
 

一 
一
年
 

六
月
 

十
 

叫
 

日
 

東
寺
領
 

丹
波
國
 

大
山
 

莊
 

； 
井
谷
 

fn
: 

姓
 

等
 

年
貢
 

請
 

文
 

合
 

八
 

町
 

一
 

段
 

一一
； 

十
代
 

內
 
 

• 

.
1
 
 

、
上
田
 

」
ニ
 

町
 

三
 
段
 
 

段
別
 

七
 

斗
 

五
 
升
 
 

，- 

屮
田
 
 

三
 

町
 

二
 
段
 
 

段
別
 

五
斗
 

五
 

升
 

下
田
 
 

一
町
 

六
 

段
 

三
十
 

代
 

段
別
 

叫
 

斗
 

五
 

升
 

右
 

御
領
 

者
以
 

F
 

地
 

被
 

切
 

進
 

寺
 

用
 

足
 

之
 

時
 

段
別
 

一 
色
 

石
 

代
^
 

被
定
之
 

畢
雖
然
 

損
亡
 

之
 

時
就
屮
 

入
，
 

J 
細
 

被
 

下
 

使
 

之
 

叫
 

云
 

地
，
'
 

ム
御
か
 

非
莫
其
 

煩
仍
任
 

百
姓
 

申
請
 

被
 

定
上
屮
 

下
 

斗
 

代
 

也
然
者
 

於
 

向
後
 

者
 

不
依
早
 

風
水
 

之
 

損
亡
 

自
 

元
は
：
 

W
W
 

納
ケ
 

一
に
^
よ
.
，
；
.
」
 

- 
H
I
 
 

r 

運
上
 

寺
 

庫
 

者
 

也
 

更
寄
事
 

於
 

左
右
 

f
 

爲
 

一
 

塵
 

不
可
 

致
 

未
進
 

懈
怠
 

云
々
 

(
東
 

寺
 

令
 

文
^
〕
 

缣
倉
^
 
 

$
 
 

^
代
の
 

農
攻
 

ク. TI  T- 



下 中 上 

田 田 

田 

地 

段 段 段 積 

穫 

九 

一 

五 —レ 

ノ、 
七 

-)\ 

ノ レ 

ーム 

米 

租 

四 五 七 
五 七 

五 升 

米 〇 〇 〇 

租 

本 t 卜 十 

ノ^ 

分 分 
の の の 

n n 
分 分 分 
八 五 八 
厘 厘 厘 

率 

文 錄長贞 和 薆白大 
へ 
時 

祿含保 觀銪雲 雉 化 
代 眉 \< レ 

同 同 同 同 同 同同牧 
\ 八 广ヽ 
同 同 平 

均 
リリレ 

高 

の 

百 百 百 百 百 百 百 幸 
分 分 分 分 分 分 分 
のの のの の の の tTl 

叫 七 六 三 
十 

g 
一 

* せ、 八 

百 百 百 百 百 W 百 百 

*tt 

TO 
分 分 分 分 分 分 分 分 

井 CD のの のの の の の 
六 pm  m 五 三 

S 
一 

十 十十强 强 時 
七 八 八 

hi
 

1 

敬 

有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 

第
五
 
卷
 
 

四
で
ハ
 

こ
れ
に
 
依
つ
 
て
 鎌
 倉
 幕
府
 
の
 租
額
を
 
表
 を
以
 
て
 示
せ
ば
 

鎌
 含
 f
 
初
代
 
租
法
 
用
量
宣
 
旨
 升
 

一
き
 
大
 尺
な
 
六
尺
 

に
 
I
 
一 百
 六
 
 
一 T

 
 二： 千

 六
 

一 步
卽
 
曲
尺
 
方
 
三
尺
 

-
も
 
十
 歩
 

一 ぼ
百
步
 

尙
、
 
此
に
橫
 
井
 時
 敬
、
 
幸
 田
 
思
成
兩
 
氏
の
 
調
^
に
 
係
る
 
古
代
よ
り
の
 
正
 租
率
を
 
掲
げ
て
 
參
考
に
 
供
す
。
 



m 明 貞 

治 治 享 

改改同
 

正 正 

前
)
 

後
)
 

分
の
 
五
 十
 

fG
 

分
の
 

二
十
 

四
 

百
 

分
の
 

1 
一
十
 

1 
一
 

此
 

時
代
に
 

あ
り
て
 

は
 

陸
 

田
に
 

も
 

亦
課
稅
 

せ
る
 

も
の
に
し
て
、
 

大
略
 

水
 

£
 

の
租
 

の
-
二
分
の
 

二
に
 

當
れ
 

り
。
 

而
 

し
て
 

年
貢
 

は
 

敢
て
米
 

浸
 

の
み
に
 

限
る
 

に
あ
ら
 

す
 

土
地
の
 

産
物
 

を
 

以
て
 

貢
 

進
す
 

る
 

こ
と
 

あ.
 

0
0
 

來
鑑
に
 

の
 

乃
ぼ
^
 

御
 

4=
 

苔
 

卜へ
：：

 
と
 

云
へ
 

る
が
 

如
き
，
 

藤
 

ぽ
 

氏
が
 

毎
年
 

馬
 

及
び
 

金
 

を
 

貢
せ
 

し
が
 

如
き
 

は
 

其
 

例
と
 

な
す
 

可
き
 

か
。
 

調
 

は
 

定
額
の
 

も
の
 

は
廢
 

止
せ
ら
れ
 

た
り
。
 

租
 

額
の
 

鎌
贫
 

時
代
に
 

至
り
て
 

は
^
に
 

突
然
 

k
 

騰
せ
 

し
が
 

如
き
 

も
 

調
の
 

疲
 

せ
ら
れ
た
 

る
 

を
 

思
 
ひ
 来
れ
ば
 
極
め
て
 
亂
暴
 
な
る
 
課
賦
 
に
あ
ら
 
ざ
り
 
し
 を
 
知
る
^
し
。
 

第
叫
款
 

土
地
の
 

賫
買
譲
 

奥
 

(
繼
承
 

法
)
 

及
び
 

質
 

入
 

其
 

一 
寶
 

買
 

土
地
 

及
び
 

財
 

產
の
賫
 

買
 

は
 

何
人
 

を
 

問
 

は
す
こ
れ
 

を
 

許
可
せ
 

る
 

事
 

は
 

前
述
の
 

如
し
。
 

仉
し
 

幕
^
の
 

御
^
人
 

は
 

木
お
 

地
、
 

新
^
地
，
 

加
 

恩
 

苗
字
 

地
、
 

恩
賞
 

地
の
 

中
 

御
 

恩
 

地
の
賫
 

買
 

を
 

固
く
 

停
止
せ
ら
れ
、
 

若
し
 

逮
犯
 

す
る
 

も
の
 

あ
る
 

a!
 

き
 

は
 

iw
: 

人^
::
 

入
 

ゆ
に
 

TC
if
.^
: 

に
お
：
 

y 
ら
 

れ
 

た
り
^
ば
 

き
。
 

而
 

し
て
 

私
 

領
と
雖
 

も
 

武
家
 

は
 

平
民
に
 

賫
買
 

す
る
 

を
 

禁
ぜ
り
。
 

(
蹄
 

編
)
 

(：
 

注
意
)
 

此
記
戟
 

中
に
は
 

貞
永
 

式
目
の
 

新
 

編
 

追
加
の
 

如
き
 

を
 

加
へ
 

た
り
。
 

此
 

巾
に
 

は
 

編
者
の
.
.
 

ム
ふ
所
 

C
 

銶
 

介
お
^
^
 

後
に
 

發
 

布
せ
ら
れ
 

た
る
 

法
令
な
 

き
に
 

あ
ら
ざ
る
 

も
こ
れ
 

多
く
 

は
 

鎌
お
 

幕
府
 

初
代
 

以
後
に
 

成
文
律
と
 

な
り
た
る
 

も
 

ハ
 

に
し
て
 

*
 
 

以
お
 

に
あ
 

り
て
も
 

不
文
律
と
 

し
て
 

施
行
せ
 

し
め
た
り
 

と
 

信
す
 

る
が
 

故
に
 

こ
れ
 

を
 

取
れ
り
。
 

屹
 

，て
 

七
 

地
の
 

資
 

買
に
 

は
必
す
 

地
頭
に
 

具
申
し
て
 

其
 

公
認
 

を
 

受
け
、
 

a
 

つ
 

^
文
 

(
i
s
 

證
ぉ
 

2
y
 

て 
作
る
 

を
^
 

f
 
 

§
|
 
 

. 
- 

れ.
 

て
，
：
^
 

狀
、
 

缣
食
 

#
 
 

_w
 

初
 

^
 
 

§ 
 

^
 
政
 
 

碉
 

K 
ん 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

六
 

〇
 

放
 

券
 

义
は
沾
 

券
と
 

も
稱
 

す
。
 

證
 

文
に
 

は
 

賫
人
、
 

口
 

入
 

人
、
 

買
 

人
 

連
判
す
 

る
 

事
 

あ
り
。
 

其
 

文
例
の
 

一 
を
 

左
に
 

揭
ぐ
。
 
 

， 

(
東
 

寺
 

百
合
 

文
書
)
 

寶
渡
 

合
肆
拾
 
文
私
領
 

一
 所
 事
 5
侧
ぉ
 
競
 

； 

在
 

六
角
 

北
 

油
 

小
路
 

西
 

六
角
 

西
 

右
 

件
 

地
 

者
 

源
 

貞
重
相
 

傳
私
領
 

也
 

而
依
有
 

要
 

e
 

直
錢
參
 

拾
 

貫
 

安
倍
 

友
 

淸
限
 

永
代
 

可
令
賫
 

渡
實
也
 

Hj
 

相
 

具
 

本
 

公
 

券
 

併
 

別
當
宣
 

明
 

法
 

勘
 

定
問
 

註
記
 

等
 

渡
 

與
狀
如
 

件
 

逮
保
叫
 

年
 

八
月
 

八
日
 

地
頭
 

此
具
 

申
を
受
 

く
れ
ば
 

こ
れ
 

を
 

政
所
に
 

傳
へ
 

政
所
 

直
接
に
 

こ
れ
 

を
受
 

く
れ
ば
 

政
所
よ
り
 

下
知
 

狀
を
買
 

人
に
 

給
 

與
す
。
 

其
 

文
咧
は
 

左
の
 
如
し
。
 

出
 

雲
 

國
熊
谷
 

上
下
 

鄕
 

1
 

事
 

相
 

副
御
钊
 

以
下
 

數
通
證
 

文
 

等
 

估
 

券
 

分
明
 

之
 

上
 

者
 

永
 

任
 

買
得
 

相
 

傳
旨
可
 

被
 

全
 

領
知
之
 

由
 

所
 

被
 

仰
 

下
 

也
 

仍
執
達
 

如
 

件
 

明
應
九
 

年
 

十
二
月
 

二
十
 

火
；
 

w 

散
 

位
 

花
押
 

備
中
守
 

花
押
 

三
 

刀
屋
刑
 

部
 

丞
 

殿
 

此
の
 

如
く
し
て
 

政
所
 

は
 

其
國
の
 

守
護
 

若
し
く
は
 

地
頭
に
 

牒
 

す
る
 

に
該
 

事
務
の
 

落
着
 

を
 

以
て
し
、
 

守
護
 

地
頭
 

は
 

其
べ
 

叩 
を
 

奉
じ
て
 

其
 

土
 

地
所
 

有
權
 

の
推
轉
 

せ
る
 

を
確
實
 

に
す
。
 

政
所
よ
.
 

リ
守
護
 

地
頭
に
 

送
る
 

文
例
 

は
 

左
の
 

如
し
。
 



出
 

雲
 

¥
熊
 

谷
 

上
下
 

i
^
g
 

方
 

事
 

相
 

副
 

御
 

判
 

以
下
 

數
！
 

f
 

の
 

證
文
就
 

令
 

矢
 

島
 

春
 

松
 

同
中
務
 

入
道
 

靜
榮
沽
 

却
 

三
 

刀
 

屋
刑
部
 

丞
忠
扶
 

お
得
 

相
 

傳
之
條
 

旣
被
成
 

御
 

下
知
 

之
ヒ
 

者
 

於
 

自
然
 

之
 

儀
 

者
 

可
 

致
 

存
知
 

共
 

段
 

之
 

由
 

被
 

仰
 

出
 

也
 

仍
執
逹
 

如
 

件
 

明
應
火
 

年
 

十
二
月
 

二
十
 

九
日
 

行
 

房
 

花
押
 

長
 

秀
 

花
押
 

尼
 

子
 

民
 

部
 

少
輔
殿
 

右
に
 

示
せ
る
 

文
例
 

は
 

悉
く
 

武
家
が
 

其
 

私
有
地
 

を
賫
買
 

す
る
と
き
 

c
 

乎
 

綾
に
 

し
て
 

一
 

般
 

人
民
の
 

も
の
 

は
此
に
 

共
^
 

を
^
,
.
 

し
た
る
 

こ，
：：
 

な
し
と
 

雖
も
、
 

敢
て
 

差
異
 

あ
る
 

事
な
 

か
り
し
 

な
る
べ
し
。
 

但
し
 

小
 

地
積
の
 

移
動
 

も
必
す
 

政
府
 

を
經
 

ざ
る
べ
 

か
ら
 

ざ
り
 

し
ゃ
 

は
^
 

W
 

な
 

る
べ
 

し
。
 

思
 

ふ
に
 

一
定
の
 

地
 

精
 

以
下
に
 

於
て
 

は
 

守
護
 

若
く
 

は
 

地
頭
に
 

於
て
 

こ
れ
が
 

處
置
 

を
な
 

し
た
る
 

に
あ
ら
ざ
る
 

か
。
 

りャ
， 

れ
.
 

丄
 

遠
隔
の
 

地
方
に
 

あ
る
の
 

も
」
 

如
き
に
 

あ
り
て
 

は
 

到
底
 

其
 

繁
に
堪
 

へ
ざ
る
 

も
の
 

あ
る
べ
き
 

な
り
。
 

土
地
 

賫
 

買
の
 

事
 

官
 

に
て
 

承
認
し
 

政
所
の
 

下
知
 

狀
を
 

得
れ
ば
 

こ
れ
 

を
沽
 

却
^
^
と
 

稱
し
問
 

註
 

所
に
 

て
^
や
 
 

，
r
。
 

以
上
 

は
 

不
動
の
 

中
、
 

土
地
に
 

關
 

す
る
 

賫
 

買
の
 

手
 

繽
 

な
り
と
 

す
。
 

共
 

二
 

讓
 

與
 

讓
 

與
は
當
 

時
に
 

於
て
 

和
 

與
と
稱
 

せ
り
。
 

父
祖
の
 

和
與
と
 

他
人
の
 

和
與
 

と
の
^
 

ぁ
リ
 

。
父
祖
の
 

和
與
 

中
に
は
 

土
地
 

繼
^
 

の
^
 

介
 

ま
.
^
 

时
產
の
 

相
繽
は
 

中
古
の
 

如
く
 

分
配
 

法
に
 

よ
る
 

も
の
に
し
て
 

讓
與
 

者
の
 

任
意
 

な
れ
 

ど
 

御
^
人
の
 

所
^
に
 

至
り
て
 

は
屮
十
 
 

"
の
れ
く
 

巧
ん
 

其
 

制
 

を
 

立
て
す
、
 

幕
府
の
 

斟
酌
に
 

よ
り
て
 

分
ち
 

充
 

つ
る
 

も
の
な
 

リ
き
 

g
>
^
l
。
 

こ
れ
.
 

v
 

地
^
 

を
仃
 

せ
る
 

御
^
人
の
 

^
i
;
:
 

る
と
 

鎌
 

倉
^
 

府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

！
、
.
 



冇
&
武
 
郎
仝
集
 
^
五
お
 
 

四
 六
 
二
 

き
 
は
こ
れ
 
を
 
多
く
の
 
遣
 子
に
 
分
配
し
 
以
て
 
其
の
 
威
力
 
を
 
割
く
 
が
 如
き
 
政
略
に
 
甚
 き
て
 
故
ら
 
に
 割
 然
と
 
規
定
せ
 
ざ
る
 
も
の
な
る
 
べ
し
。
 

現
今
 
地
方
に
 
よ
り
て
 
何
分
 

1
 村
と
 
云
 
ふ
が
 
如
き
 
あ
り
。
 
數
 子
に
 
分
配
せ
 
し
を
證
 
す
る
 
も
の
な
 
り
。
 

分
配
に
 
1
^
 
も
の
 
は
 
嫡
チ
、
 
^
子
、
 
女
子
、
 
妻
、
 
妾
、
 
兄
弟
、
 
叔
姪
、
 
孫
、
 
外
孫
 
等
に
 
し
て
 
其
 區
域
廣
 
し
。
 
配
分
す
 
る
 
も
の
な
 
き
と
き
 

は
 
別
 御
 計
と
 
稱
 し
て
 
神
社
 
怫
寺
 
等
に
 
寄
附
す
。
 
財
 主
 は
 
一 旦
讓
與
 
の
 後
 意
に
 
滿
 
た
ざ
る
 
と
き
 
は
 
返
却
す
 
る
 
こ
と
 
を
 得
、
 
こ
れ
 
を
 
「
悔
 

い
 還
し
」
 
と
稱
 
す
。
 
其
 分
配
の
 
比
率
 
は
 中
古
に
 
比
し
 
嫡
子
の
 
得
分
 
漸
く
 
多
額
に
 
赴
き
 
幕
府
 
は
屢
 

i 
禁
制
せ
 
る
に
 
も
 
係
 は
ら
す
、
 
遂
に
 

後
代
の
 
所
謂
 
惣
領
 
相
繽
法
 
(
嫡
子
 
其
 家
の
 
遣
產
を
 
全
然
 
招
 綾
し
て
 
他
に
 
及
 さ
に
 
る
 
も
の
)
 
を
 馴
致
す
 
る
に
 
至
れ
り
。
 

他
人
 
和
 與
と
は
 
兄
弟
 
親
類
に
 
讓
與
 
す
る
 
も
の
な
 
り
。
 
但
し
 
恩
給
の
 
領
地
 
は
 非
 親
族
の
 
他
人
に
 
讓
與
 
す
る
 
を
 禁
ぜ
ら
れ
た
り
。
 

和
與
に
 
は
讓
狀
 
な
る
 
も
の
 
あ
り
て
 
證
左
 
と
な
す
、
 
文
例
 
左
の
 
如
し
。
 

第
一
 
例
 

(
嚴
島
 
文
書
)
 

父
祖
 
和
 與
の
例
 

讓
渡
 
相
傳
私
 
領
事
 

在
 安
藝
 
國
高
田
 
郡
 內
三
田
 
風
 平
 豐
島
麻
 
原
 甲
 
立
 船
 木
 

副
 

渡
 

調
度
 

文
書
 

等
 

き
 

右
 件
 七
 箇
擲
者
 
景
弘
之
 
相
傳
私
 
領
地
 
也
 而
散
位
 
佐
 伯
景
信
 
朝
臣
 
依
爲
 
嫡
子
 
相
 副
 調
度
 
文
書
 
等
 所
 譲
渡
 
也
 委
旨
昆
 
本
 公
 驗
幷
手
 
次
 

文
書
 
等
敢
 
不
可
 
有
 他
 妨
仍
爲
 
向
後
 
證
文
 
所
讓
渡
 
之
 狀
如
件
 

壽
永
 
元
年
 
三
月
 

日
 

從
四
 
位
下
 
安
藝
 
守
 佐
 伯
 朝
臣
 
花
押
 

第
二
 
例
 

(
宗
像
 
文
 害
」
 
他
人
 
和
 與
の
例
 

筑
前
國
 
宗
像
柬
 
鄉
內
曲
 
村
 地
頭
 
職
 並
 公
文
 
職
 千
 葉
 前
 常
 陸
 介
 平
 胤
連
 
依
爲
 
重
代
 
相
傳
之
 
本
領
 
手
 國
之
證
 
文
相
 
副
舍
 
弟
宗
果
 
上
座
 



^
與
所
 

實
也
阈
 

子
 

々
孫
々
 

不
 

4
 

致
 

遠
 

亂
仍
爲
 

後
日
 

讓
狀
如
 

件
 

應
 

安
二
 

年
 

八
月
 

十
八
 

日
 

千
 

葉
 

前
 

常
 

陸
 

介
 

平
 

胤
連
 

花
押
 

土
地
の
 

讓
與
に
 

は
必
.
 

f
 

官
の
認
 

許
 

を
 

受
け
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

す
。
 

官
 

承
諾
 

す
れ
ば
 

相
 

綾
 

安
堵
の
 

御
 

判
 

を
 

給
 

ふ
こ
れ
 

を
乂
權
 

目
の
 

钊
 

形
と
 

稱
す
 
文
例
 
左
の
 
如
し
。
 (

和
 

翰
 

集
 

要
」
 

大
倉
兵
 

部
 

一 
跡
 

之
 

事
 

任
 

讓
狀
與
 

奪
 

之
 

旨
 

令
 

裁
許
 

畢
者
早
 

守
 

先
例
 

領
掌
 

不
可
 

有
 

相
違
 

之
 

狀
如
件
 

年
號
 

月
日
 

名
乘
判
 

此
乎
鑌
 

を
な
 

せ
る
 

も
の
 

を
 

和
與
地
 

安
堵
と
 

稱
し
 

引
付
 

方
に
 

於
て
 

こ
れ
 

を
 

裁
許
す
。
 

若
し
 

相
繽
安
 

^
の
 

御
 

判
な
 

く
ん
ば
^
 

與
の
 

K
l
g
 

雜
を
 

生
じ
て
 

上
裁
 

を
 

請
 

ふ
 

も
 

幕
府
 

は
 

一 
切
 

其
の
 

責
に
 

任
ぜ
ざ
る
 

も
の
と
 

す
。
 

(
刚
 

孤
ミ
)
 

其
 
三
 
質
 

入
 

常
時
 

貸
借
の
 

對
物
 

信
用
に
 

よ
り
し
 

は
 

常
然
の
 

事
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

其
 

對
物
 

信
用
の
 

物
件
 

は
 

一 
は
 

證^
::
. 

g
 

ば
 

券
と
 

稱
 

せ
り
)
 

に
 

其
 

C
M
 

な
る
 

か
 

を
 

明
記
し
て
 

物
件
に
 

代
へ
 

て
こ
れ
 

を
 

貸
 

、
王
に
 

交
附
 

し
、
 

一
 

は
 

物
件
 

北
 

ハ
物
を
 

貸
 

主
に
 

交
附
 

し
て
 

金
錢
 

米
^
 

を
惜
 

る
の
 

例
た
り
 

き
；
 

g
 

者
 

を
 

入
 

赏
と
稱
 

す
。
 

土
地
 

奴
婢
の
 

類
を
此
 

法
に
 

依
り
て
 

抵
當
 

と
せ
ら
れ
、
 

後
者
 

を
 

wl
q:
 

と
稱
し
 

* 
運
搬
し
 

易
き
 

動
 

ゆ
 

の
^
は
 

大
抵
 

此
法
 

に
よ
り
て
 

抵
當
 

と
せ
ら
れ
 

た
る
が
 

如
し
。
 

而
 

し
て
 

貸
 

主
を
錢
 

主
と
 

云
 

ひ
 

借
人
 

を
 

物
 

主
と
：
.
 

ム
 

へ
り
。
 

お
 

時
の
 

森
賠
 

な
り
。
 

御
家
人
に
 

あ
り
て
 

は
 

私
 

領
地
 

は
 

前
述
の
 

如
く
 

賫
買
 

す
る
 

こ
と
 

乂
質
人
 

を
 

な
す
こ
と
 

を
 

得
た
り
 

し
も
 

御
 

恩
 

地
 

は
お
 

|3
2；
 

す
る
 

こ
と
.
 

V 
ひ
 

鎌
 

倉
^
 

W
 

仞
代
 

Z 
農
政
 
 

W
 

六
：
 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

六
 

四
 

す
 

質
 

入
 

は
 

許
さ
れ
.
 

た
り
。
 

利
息
 

(
當
時
 

利
 

平
と
 

稱
 

せ
り
〕
 

に
 

就
て
 

は
剁
然
 

せ
ざ
る
 

も
 

通
常
の
 

貸
借
に
 

於
け
 

る
 

利
子
 

を
 

示
せ
ば
 

負
 

物
 

(
負
債
に
 

同
じ
)
 

出
擧
 

(
貸
付
け
〕
 

の
 

利
子
 

出
擧
稻
 

四
百
 

八
十
 

日
 

を
 

過
ぐ
 

る
と
 

も
 

一
 

倍
の
 

利
子
に
 

過
ぐ
 

る
 

こ
と
 

を
 

許
さ
す
 

出
擧
錢
 

一 
年
 

半
 

倍
の
 

利
に
 

過
ぐ
 

る
 

こ
と
 

を
 

得
す
 

出
擧
稻
 

出
擧
錢
 

共
に
 

利
子
 

を
 

重
利
 

法
に
 

よ
り
て
 

積
算
す
 

る
 

こ
と
 

を
 

許
さ
す
 

卽
ち
出
 

擧
稻
は
 

一
 

箇
月
 

六
 

分
の
 

利
に
 

相
 

當
し
出
 

擧
錢
は
 

一 
箇
月
 

殆
ど
 

四
 

分
の
 

利
に
 

相
當
 

せ
，
 

リ
。
 

質
 

入
の
 

利
子
 

も
 

亦
 

一 
箇
月
 

四
 

五
-
分
 

の
 間
に
 
あ
り
し
 
な
る
 
可
し
。
 

第
三
 

項
 

農
民
に
 

對
 

す
る
 

政
策
 

何
 

處
の
歷
 

史
に
徵
 

す
る
 

も
 

農
業
の
 

元
始
 

は
 

甚
だ
 

漠
然
と
し
て
 

正
鵠
 

を
 

得
難
き
 

も
の
 

多
し
。
 

こ
れ
 

農
業
な
る
 

職
業
の
 

極
め
て
 

古
き
 

應
 

史
を
 

有
せ
る
 

を
 

示
す
 

も
の
に
し
て
、
 

何
れ
の
 

國
民
を
 

問
 

は
す
 

僅
か
に
 

漂
泊
 

的
 

時
代
 

を
 

通
過
し
て
 

一
定
の
 

住
居
 

を
 

求
む
 

る
に
 

至
り
-
 

稍
 

安
堵
の
 

域
に
 

達
す
れ
ば
 

曲 K
 

業
 

は
 

直
ち
に
 

發
 

達
し
 

地
方
 

的
 

生
活
な
る
 

も
の
 

起
り
、
 

一
定
の
 

境
 

土
 

を
 

有
し
て
 

所
謂
 

Te
rr

it
or

y 
の
發
生
 

を
 

見
、
 

尋
で
渐
 

く
 

國
家
的
 

組
織
に
 

移
る
 

も
 

農
 

葉
 

は
 

依
然
と
し
て
 

樞
耍
の
 

部
分
 

を
 

占
め
 

文
運
 

開
 

發
の
源
 

因
 

を
な
 

せ
る
 

は
 

何
れ
の
 

國
に
 

於
て
 

も
 

等
し
く
 

經
過
 

せ
る
 

所
に
 

し
て
、
 

農
業
 

は
實
に
 

人
民
 

多
數
の
 

職
業
と
 

し
て
 

又
 

人
に
 

一
定
の
 

住
居
 

を
 

供
す
 

る
の
 

點
に
 

於
て
 

國
家
的
 

組
 

辯
 

の
 

淵
源
 

を
な
 

せ
る
 

は
 

明
瞭
な
る
 

事
實
 

な
り
。
 

歐
洲
の
 

所
々
 

に
 

存
在
す
 

る
が
 

如
く
 

一 
 

市
の
 

中
に
 

國
を
 

な
せ
る
 

が
 

如
き
 

特
殊
な
る
 

地
に
 

あ
 

り
て
 

は
 

例
外
な
 

り
と
 

雖
も
、
 

現
今
 

列
 

在
せ
 

る
 

各
國
に
 

於
て
 

農
民
の
 

他
の
 

職
業
 

者
に
 

比
し
て
 

最
大
 

多
：
^
 

を
 

占
め
 

居
る
 

は
 

明
か
に
 

し
て
、
 

今
後
 

農
民
の
 

比
較
的
 

人
口
 

は
 

漸
次
 

減
少
す
 

る
の
 

傾
向
 

あ
る
 

も
 

亦
 

明
か
な
 

り
と
 

雖
も
，
 

過
去
に
 

於
て
 

農
民
が
 

社
會
の
 

下
曆
に
 

雌
伏
す
 

ベ
 

き
も
の
と
 

し
て
 

卑
下
せ
ら
れ
 

た
る
に
 

も
 

係
 

は
ら
す
 

儼
然
と
し
て
 

多
大
の
 

勢
 

を
 

維
持
し
た
 

り
し
 

は
 

勿
論
な
 

り
。
 

此
に
 

於
て
 

往
時
に
 

於
て
 



政
府
の
 
人
民
に
 
對
 す
る
 
施
設
 
は
 多
く
 
&
民
 
を
^
 
礎
と
 
せ
る
 
も
の
 
あ
り
き
-
 
鎌
^
 
幕
 W
 亦
此
 
例
に
^
る
 
、
能
 
は
す
。
 

第
一
 
款
 
鎌
贪
 
幕
府
 
初
代
 
農
民
の
 
狀
態
 

鎌
せ
 
幕
府
 
初
代
の
 
農
民
が
 
戰
亂
の
 
後
 を
 
承
け
 
て
 疲
弊
に
 
陷
り
 
浮
浪
の
 
徒
 を
^
 
じ
 
奴
 隸
の
人
 
を
 
出
す
 
に
 至
り
し
 
の
狀
は
 
少
し
く
 
前
述
 

せ
し
 
所
な
る
 
が
、
 
常
時
 
鎌
<
2
 ̂
府
が
 
荒
 廢
の
地
 
を
 得
る
^
 
に
 人
 を
 
こ
れ
に
 
移
住
せ
 
し
め
て
^
^
 
に
從
都
 
せ
し
め
，
 
乂
在
銥
 
介
 尚
 人
の
 

H
 數
を
 
制
限
し
，
 
農
民
の
 
都
^
に
 
移
リ
 
住
み
て
 
商
 を
^
む
 
も
の
 
若
し
 
此
の
 
制
^
 
人
 R
 
を
 超
過
す
 
る
と
 
き
 
は
 威
力
 
を
 
以
て
 
其
^
 
を
^
め
 

W
 
び
 農
民
に
^
 
歸
 
せ
し
め
し
 
が
 如
き
 
は
、
 
如
何
に
 
當
 時
の
 
農
お
 
が
^
に
 
安
ん
 
ぜ
す
乂
 
ぉ
$
 
を
お
 
利
な
 
ろ
 職
，
 
と
な
 
さ
す
し
て
 
都
^
に
 

出
で
 
て
 僥
 悻
 
の
 利
 を
 得
ん
 
と
し
た
る
 
か
の
 
狀
を
 
想
像
す
 
る
に
 
足
る
べ
し
。
 
當
 時
に
 
於
け
 
ろ
^
お
^
^
の
 
狀
態
 
は
^
し
く
 
こ
れ
 
を
，
 5
，
 つ 

に
 出
な
 
し
と
 
雖
も
，
 
上
 十：！ に

 於
て
 
木
 鑊
、
 
金
錚
、
 
布
 具
 志
 
0
1
 
の
 類
)
 
等
 ̂
純
な
る
 
農
^
 
を
 
以
て
 
粗
放
な
る
 
經
^
 
を
な
 
せ
し
^
^
 
に
 

旣
に
往
 
過
し
た
 
る
 
も
の
 

ゝ 
如
く
、
 
水
力
 
を
 利
用
し
て
 
水
車
 
を
廻
轉
 
せ
し
 
む
る
 
こ
と
 
を
 
知
り
，
 
地
上
に
 
横
へ
 
て
 乾
^
せ
し
 
お
^
は
^
 
機
 

と
稱
 
し
て
 
木
 を
^
へ
 
て
 造
れ
る
 
器
具
に
 
掛
け
て
 
乾
燥
す
 
る
に
 
至
り
-
黍
、
 
糉
.
 稗
，
 麥
、
 
大
小
-
 P
T
 
胡
麻
、
 

綿
、
 
乂
な
/
 
リガ：；：：：^.  • り

に
 

^
作
物
に
 
至
る
 
ま
で
 
多
く
 
備
 は
り
，
 
水
田
 
は
 最
も
 
盛
ん
に
 
行
 は
れ
た
 
る
が
 
如
し
。
 
然
れ
 
ど
も
^
 
民
生
^
の
 
狀
態
は
 
其
 i£ 度

 
i
 だ
^
か
 

り
し
な
る
 
可
し
。
 
當
時
 
武
人
の
 
家
屋
 
さ
へ
 
質
素
 
を
 極
め
た
 
る
 
も
の
に
し
て
 
大
名
の
^
 
に
あ
 
り
て
も
 
主
 は
 鹿
に
 
臥
し
，
 
郎
ゅ
 
は
屮
 
n
 
ハ
 

屮
に
寢
 
ね
、
 
下
部
 
は
 厩
の
^
 
に
橫
 
は
り
し
 
が
 如
き
 
狀
態
 
な
り
し
 
か
ば
、
 

の
^
^
の
 
飢
^
な
 
り
し
 
は
 察
知
す
 
ろ
に
 
に
ろ
 
べ
し
。
 
お
 

おび^  r 

時
旣
に
 
蠟
燭
の
 
あ
り
し
 
に
も
 
係
 は
ら
す
 
農
民
 
は
油
焰
 
夥
し
き
^
 
油
 を
 
燃
き
 
て
 明
 を
 取
り
た
り
 

と
 
云
 
へ
り
。
 
^
物
 
は
.
 &
樂
 
時
代
に
 
ぁ
リ
 

て
麥
を
 
播
種
す
 
る
 
こ
と
 
を
 獎
勵
し
 
凶
荒
に
 
支
給
し
 
た
れ
 
ど
も
 
人
民
 
こ
れ
 
を
^
ば
 
ざ
り
 
し
が
、
 
此
 時
代
に
 
至
り
て
^
 
民
 は
^
 
飯
 を
 
以
て
 

飢
を
 
凌
ぐ
 
事
と
 
な
れ
り
。
 
無
住
 
法
師
の
 
歌
に
 

さ
ら
す
 
と
も
 
愛
す
る
 
よ
し
に
 
い
ひ
な
 
し
て
 
世
 を
 渡
る
べ
き
 
粥
と
 
麥
飯
 

嫌
 
食
^
 
府
 
初
代
の
 
農
政
 
 

I： 六. ん 



お
 
岛
武
郞
 

仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

四
 六. 1, 

と
 
云
 
へ
 る
 も
の
 
是
れ
 
な
り
。
 
食
事
 
は
當
時
 
武
人
 
等
 一 一

 貪
の
 
風
 を
 遵
守
し
 
た
れ
ば
 
農
民
 
も
亦
然
 
り
し
 
か
。
 

當
時
 
農
業
の
 
經
營
上
 
尤
も
 
注
意
す
べ
き
 
は
收
畜
 
な
る
 
可
し
。
 
殊
に
 
相
 模
武
藏
 
上
下
 
總
等
 
嘗
て
 
有
名
な
 
り
し
 
牧
場
 
區
 域
が
 
俄
然
と
 
し
 

て
 繁
華
な
る
 
市
郊
 
と
な
り
て
 
よ
り
 
は
 牧
場
^
 
域
 は
 漸
次
 
北
渐
 
し
て
 
奥
 羽
 諸
國
に
 
移
れ
る
 
も
の
 

\ 如
し
。
 
賴
 朝
の
 
有
せ
し
 
名
馬
 
は
 奥
 羽
 

の
產
 
に
し
て
 
义
藤
 
原
泰
弒
 
等
が
 
年
々
 
朝
廷
に
 
貢
 馬
せ
 
る
に
 
よ
り
て
も
 
知
る
 
事
 を
 得
べ
 
し
。
 
然
れ
 
ど
も
 
牧
牛
 
は
 漸
次
 
衰
退
せ
 
る
 
も
の
 
あ
 

り
し
が
 
如
し
。
 
蓋
し
 
當
時
戰
 
亂
の
際
 
軍
馬
の
 
需
要
 
頓
に
增
 
加
し
 
齋
藤
 
別
當
實
 
盛
が
 
維
 盛
の
 
問
に
 
應
 じ
て
 
關
東
武
 
土
 を
 評
す
る
 
や
 人
々
 

^
六
 
馬
 を
 蓄
へ
山
 
谷
に
 
馳
 す
る
 
こ
と
 
平
地
の
 
如
し
と
 
云
へ
 
る
が
 
如
く
，
 
武
士
 
は
各
少
 
く
も
 
叫
 
五
頭
の
 
馬
を
蓄
 
へ
し
な
る
 
可
く
、
 
自
ら
 

牧
 i
 
の
 盛
大
 
を
 
見
る
 
に
 至
り
、
 

又
 
一 は
當
 
時
禪
宗
 
の
國
內
 
に
傳
播
 
せ
ら
る
 

\ 
に
 及
び
て
 
淡
 味
 を
 
取
り
 
肉
食
 
を
 
避
く
 
る
の
 
風
 渐
く
俗
 
を- 

な
 
し
、
 
 遂
に
 
牧
牛
の
 
衰
退
 
を
來
 
せ
る
 
に
あ
ら
ざ
る
 
か
。
 

中
古
 
族
 长
の
發
 
達
と
 
共
に
 
其
 起
源
 
を
發
 
し
た
る
 
賤
民
 
卽
ち
 
扠
隸
、
 
其
 後
 依
然
と
し
て
 
社
會
の
 
一
階
 級
 を
 造
り
、
 
賣
 買
讓
與
 
す
ら
 
行
 

は
れ
た
 
る
が
 
如
し
。
 
農
民
 
等
の
 
租
を
 
地
頭
 
等
に
 
納
 む
る
 
能
 は
ざ
る
 
や
 地
頭
 
は
 其
 妻
女
 
奴
婢
 
及
び
 
田
畑
に
 
至
る
 
ま
で
 
悉
く
 
こ
れ
 
を
沒
牧
 

し
て
 
其
 人
 を
 悉
く
 
其
奴
 
隸
 と
な
せ
 
る
が
 
如
き
：
 *
 戾
を
 
な
せ
り
。
 

又
 農
民
 
は
 出
 擧
稻
出
 
擧
錢
の
 
質
と
 
し
て
 
奴
婢
の
 
類
 を
 質
券
に
 
書
 入
し
 

た
る
が
 
如
き
 
は
 畢
竟
 
奴
隸
 
の
 賣
買
 
を
な
 
せ
る
 
に
 異
な
ら
す
。
 

比
 
か
 如
く
に
 
し
て
 
鎌
 倉
 幕
府
の
 
最
も
 
初
代
に
 
於
て
 
は
 農
民
 
は
 新
に
 
補
せ
ら
れ
 
た
る
 
守
護
 
地
頭
 
等
の
 
專
橫
 
な
る
 
壓
 制
の
 
下
に
 
あ
り
て
 

疲
弊
の
 
上
に
 
疲
弊
 
を
 加
へ
、
 
地
方
 
制
度
 
摱
亂
 
の
徵
 
旣
に
萌
 
さ
ん
と
 
せ
る
 
が
、
 
幸
に
 
し
て
 
泰
 時
の
 
出
 づ
 
る
に
 
及
び
、
 
大
に
 
改
革
す
 
る
 所
 

あ
り
て
 
遂
に
 
事
な
 
き
を
 
得
た
り
。
 

第
二
 
款
 
民
法
 
大
意
 
a
 籍
調
奄
 
其
 他
の
 
施
設
 

n
 
主
 

比
 
時
代
に
 
於
て
も
 
嫡
子
 
を
 嗣
子
と
 
定
め
 
之
れ
 
を
 家
督
 
义
は
惣
 
領
と
稱
 
し
.
 

一
家
の
 
督
長
 
に
し
て
^
 
子
 以
下
の
 
進
退
の
 
欉
 t
 



有
し
 

財
產
を
 

惣
領
 

す
る
 

が
 

故
な
 

り
。
 

(
東
 

鑑
)
 

耱
嗣
 

若
し
 

嫡
子
な
け
れ
ば
 

庶
子
 

若
く
 

は
 

甥
 

を
 

以
て
 

嗣
子
と
 

す
る
 

こ
と
 

を
 

得
。
 

父
母
 

あ
る
と
き
 

は
 

其
 

意
，
 

し
こ
 

ト 
-c
」 

な
 

t
 

な
つ
 

だ
お
 

宰
 親
族
の
 
議
定
に
 
よ
る
。
 
 

： 
-
 

{, 

質
 

入
 

典
 

質
に
 

は
 

入
質
と
^
 

質
の
 

二
種
 

あ
る
 

こ
と
 

を
 

土
地
の
 

制
度
 

を
 

論
ぜ
る
 

時
 

述
べ
た
り
。
 

入
^
と
 

は
 

物
件
 

をで
..
，：
 

こ.
 

ズ
 

は
，
，
 

ち
 

し
て
 

質
券
 

上
に
 

i
 

件
 

I
 

人
す
 

る
 

も
の
に
し
て
 

土
地
 

奴
婢
の
 

類
 

は
、
 

此
入
 

n
 

法
に
 

よ
り
 

5
?
 

な
さ
れ
た
 

f
 

の
 

な
り
。
 

I
 

力
 

質
 

中
に
 

生
め
る
 

子
 

は
 

奴
婢
受
 

出
し
た
 

る
と
 

き
 

は
、
 

干；
 

人
の
 

進
退
に
 

任
す
。
 

初
め
 

幕
 

W
 

は
 

奴
婢
 

を
：
 

I
 

す
る
 

の.
 

f
 

を
き
 

し
が
、
 

化
 

お
.
 

パ
年
 

以
後
 

は
 

奴
婢
の
 

質
 

入
 

を
 

も
 

禁
斷
 

せ
り
。
 

(
I
f
)
 

ほ、
 

ノ
 

物
を
預
 

り
て
 

之
れ
 

を
盜
 

せ
ら
れ
た
 

る
と
 

き
 

は
 

土
含
預
 

り
の
 

辨
^
 

た
り
。
 

財
産
の
 

分
配
 

は
 

亦
 

主
人
の
 

任
意
な
 

り
し
 

も
 

土
 

楝
您
領
 

法
の
 

漸
次
 

行
 

は
る
 

X 
に
 

至
り
て
 

他
の
 

財
^
も
 

^
く
^
 

r
 

こ 
先
 

二
，
 

> 
 

A
 

お
こ
 

川
 

致
せ
ら
れ
 
し
が
 
如
し
。
 
 

- 

n,
 

籍
調
沲
 

も
 

亦
 

戰
亂
の
 

餘
弊
を
 

受
け
て
 

全
く
 

亂
雜
 

に
陷
 

り
、
 

殆
ん
 

ど
收
^
 

す
べ
か
ら
 

ざ
る
に
^
 

り
し
 

も
、
 

實
 

5
:
9
 

た
：
^
:
.
、
，
 

ン
て
 

ズ
 

n.
 

文
の
 

調
製
 

を
な
 

さ
し
め
 

て
よ
り
 

泰
 

時
に
 

至
り
て
 

こ
れ
 

を
 

大
成
せ
 

る
の
^
 

に
あ
り
 

て
戶
籍
 

も
 

亦
 

M
 

時
に
^
^
 

せ
ら
し
た
 

る
よ
 

せ
し
 

ベ
 

力
ら
ざ
る
 

事
實
 

な
り
と
 

す
。
 

編
者
 

は
玆
に
 

農
民
 

人
 

n 
を
 

調
^
せ
る
 

報
 

文
 

を
 

探
 

出
す
 

る
 

こ
と
 

能
 

は
す
と
 

雖
も
 

京
師
の
 

大
^
 

を
な
 

さ
ん
 

カ
爲
め
 

土
地
の
 

面
積
に
 

比
例
し
て
^
 

士
を
^
 

集
せ
 

る
 

時
の
 

報
告
書
 

を
 

得
た
り
、
 

斯
の
 

如
き
 

報
告
 

害
 

は
 

大
将
せ
，
，
 

に
お
ら
 

す
し
て
^
 

リ 

職
業
 

者
の
 

上
に
 

も
必
す
 

や
 

行
 

は
れ
た
 

る
 

事
な
 

ら
ん
と
 

信
す
。
 

^
原
文
の
 

儘
 

之
れ
 

を
 

左
に
 

為
 

げ
ん
。
 

(
和
 

31
 

文
書
)
 

ネ
泉
阈
 

御
家
人
 

就
大
番
 

勤
仕
自
 

十
月
 

十
 

叫
 

日
 

至
于
同
 

十
七
：
 

o 
大
^
;
 

小
 

1
 

兵
士
 

支
配
 

事
 

合
 
 

• 

缣
會
 

幕
^
 

初
代
の
^
 

改
 

人
 

七
 



兵 H  門 兵 七 ^ 
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人 町/、 九 人 A 反士町 半 人 一七、 
ー仄  一  人 反 
反  人 

有
 
鳥
武
郞
 
全
集
 

^
五
 
卷
 

分
限
 
惣
田
數
 
上
方
 
一 一

 fC 十
三
 
町
 漆
 段
 三
百
 
歩
 

但
 
一 一

町
 五
 反
別
 
兵
士
 

一  入
定
 
除
 八
 田
 周
 防
 次
 郞
左
衞
 
門
 尉
 分
限
 
之
 彼
 注
文
 
未
 出
 之
 

向
佐
 

渡
 

人
道
 

• 

大
.
 

右
衛
門
 
^
^
十
？
 

和
 

田
 

修
理
 

反
 
 

，， 

菱
木
左
 

衞
門
尉
 

'-
' 

上
 

條
左
衞
 

門
 

尉
 

；
 

人
 

池
 

田
兵
衞
 

判
官
 

代
 

|
 

お
 

一
人
 

石
 津
左
衞
 
門
 尉
 

橫
山
右
 
衞
門
入
 

取
石
大
 
進
法
撟
 

高
 石
 兵
衞
尉
 

池
 田
 上
 村
左
衞
 

信
 太
 右
衛
門
 
尉
 

信
 太
 左
 衞
門
尉
 

若
松
 
右
衛
門
 
尉
 

陶
器
 
左
 衞
門
尉
 

箕
形
熊
 
石
 丸
 



殘
穴
左
 

衞
門
尉
 

0
^
 

右
 

此
大
棲
 

守
護
 

之
 

由
^
:
 

S
:
*
 

下
 

如
 

此
仍
此
 

兵
士
 

等
 

今
月
 

十
三
 

日
 

以
前
 

令
參
 

^
^
御
門
 

大
宮
篝
 

屋
隨
當
 

番
衆
支
 

把
^
 

令
^
 

勤
 

之
 

狀
如
件
 
 

. 

中
^
 

俊
 

守
 

護
 

や
 

£
阔
 

上
方
 

御
家
人
 

御
中
 

北
條
泰
 

時
の
 

執
權
 

と
な
り
て
 

大
政
に
 

與
る
ゃ
 

彼
の
 

廉
^
に
 

し
て
 

公
平
、
 

剛
毅
に
 

し
て
 

慈
心
 

あ
る
 

性
情
 

は
、
 

よ
く
 

常
時
の
 

靴
，
 

リ
に
^
 
 

, 

て
 

之
れ
 

を
牧
容
 

た
る
 

*
 

を
^
た
り
 

き
。
 

彼
 

先
 

づ
 

朝
廷
 

に
？
 

i
 

ひ
て
 

fK
 

下
の
 

逋
負
 

を.
 

免
じ
た
り
。
 

卽
 

ち
宽
冉
 

年
^
に
 

は
^
^
 

凯
^
 

お
 

り
 

て
 

百
姓
 

W
 

難
せ
 

し
か
ば
 

米
 

九
 

千
 

石
 

を
 

貧
民
に
 

與
 

へ
义
關
 

西
の
 

地
租
 

を
 

免
じ
た
 

る
 

事
 

あ
り
。
 

乂
^
 

豆
 

北
 

條
の
民
 

不
作
に
 

が
し
み
 

し
と
き
 

の
 

如
き
 

は
貸
租
 

を
な
 

し
 

秋
に
 

至
り
て
 

尙
 

返
却
の
 

道
な
 

か
り
し
 

に
 

農
民
の
 

前
に
 

其
の
 

澄
 

文
 

を
 

娆
き
扮
 

て
 

米
^
 

を
與
 

へ
た
る
 

こ
と
 

あ
り
、
 

乂
 

廬
ょ
 

守
護
 

地
頒
 

を
戏
飭
 

し
て
 

暴
政
 

を
な
さ
^
 

ら
し
 

め
ん
こ
と
 

を
勸
 

め
た
り
。
 

"
ぷ
比
 

よ
り
 

先
^
^
、
 

顿
 

{
|
、
實
明
 

の
き
の
"
 

き
ょ
 

也/
..
.,
 

と
 

中
央
政
府
と
の
 

連
絡
 

甚
だ
 

不
完
全
な
 

り
し
 

か
ば
 

守
護
 

人
 

地
頭
 

人
 

等
の
 

私
曲
 

も
 

多
く
 

政
府
に
 

聞
 

ゆ
る
 

こ
と
な
く
、
 

地
方
 

到
る
 

所
に
 

ト
 

&
 

王
 

を
 

生
じ
て
 

猥
り
に
 

農
民
 

を
檢
 

束
し
た
 

る
 

は
 

明
か
に
 

し
て
 

後
堀
河
 

ヂ
、
^
 

1H
 

永
 

冗
 

年
 

七：
：：
： 

執
 

灌
北
條
 

^
時
、
 

式
 

H
 

を
ヒ
 

め
て
 

諸
國
の
 

地
頭
が
 

年
貢
 

所
當
を
 

抑
留
す
 

る
 

こ
と
。
 

右
 

者
 

年
貢
 

を
 

抑
留
す
 

る
の
.
 

S
 

本
 

所
に
 

訴
訟
 

あ
り
と
。
 

卽
ち
結
 

解
 

を
 

遂
げ
 

勘
^
 

を
^
 

ふ
べ
 

し
。
 

地
頭
が
 

こ
れ
 

を
 

犯
し
 

川
 

ふ
る
の
 

條
 

i:
; 

し
 

逃
る
-
 

-
の
 

所
な
 

く
ば
 

員
數
に
 

任
せ
 

こ
れ
 

を
辨
 

償
す
べ
し
。
 

但
し
 

小
 

分
た
 

る
に
 

於
て
 

は
 

早
速
に
 

沙
汰
 

を
 

致
す
べ
し
。
 

過
分
に
：
 

个-
 

る
 

も
の
 

は
 

三
箇
年
 

屮
に
辨
 

償
す
べ
し
。
 

猶
此
 

旨
に
 

背
き
 

難
澀
 

せ
し
 

む
る
 

も
の
 

は
 

所
 

職
を
變
 

易
 

せ
ら
る
べ
し
。
 

缣
 

^
幕
府
 

初
代
の
 
農
政
 
 

W
 

六，
 

L 



有
^
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

四
 
七
 〇
 

と
 
云
 
へ
 る
が
 
如
き
 
は
當
 
時
の
 
農
民
に
 
取
り
て
 
實
に
 
旱
天
の
 
雲
霓
の
 
如
き
 
も
の
 
あ
り
し
 
な
ら
ん
。
 

交
通
 
機
關
の
 
設
備
の
 
如
き
 
は
 勿
論
 
不
完
全
な
 
り
し
に
 
相
違
な
 
き
も
、
 
此
 時
代
に
 
於
て
 
は
 普
通
 
道
路
に
 
は
 
多
少
 
力
 
を
 
致
せ
る
 
も
の
 
あ
 

り
し
が
 
如
し
。
 
恰
も
 
羅
 馬
が
 
經
濟
 
上
の
 
兑
 地
よ
り
も
 
軍
備
 
上
の
 
目
的
よ
り
 
道
路
 
を
獰
備
 
し
て
 
當
 今
に
 
至
る
 
ま
で
 
普
通
 
道
路
の
 
模
 典
な
 

る
が
 
如
く
、
 
鎌
 倉
 幕
府
 
も
 
亦
 其
 威
權
を
 
保
持
す
 
る
に
 
必
要
な
る
 
軍
隊
の
 
移
動
 
を
 迅
速
に
 
せ
ん
が
 
爲
 
め
に
 
道
路
 
修
築
の
 
必
要
 
あ
り
し
 
な
 

る
べ
 
し
。
 
文
治
^
.
 
問
 賴
朝
驛
 
路
の
法
 
を
 定
め
 
上
洛
の
 
使
者
 
雜
色
等
 
を
し
て
 
伊
豆
 
駿
河
 
以
西
 
近
 江
に
 
至
る
 
ま
で
 
權
門
 
莊
々
 
の
 所
 を
 論
せ
 

す
、
 
其
傳
 
馬
を
乘
 
用
し
 
其
 糧
食
 
を
 
使
 は
し
め
 
た
り
、
 
又
 雜
色
足
 
立
 淸
經
に
 
命
じ
て
 
鎌
 倉
 京
都
 
間
の
 
路
次
 
驛
屋
 
渡
船
の
 
事
 を
 
管
理
せ
 
し
 

め
、
 
駿
河
 
以
西
 
沿
道
 
諸
國
の
 
守
護
 
人
に
 
命
じ
て
 
夜
行
 
番
衆
を
 
置
き
、
 
交
番
し
て
 
旅
人
 
を
警
 
固
せ
 
し
め
、
 
又
處
々
 
に
 新
 驛
を
增
 
し
 置
き
、
 
其
 

路
 次
各
驛
 
を
し
て
^
 
倉
 京
師
 
往
復
の
 
早
馬
 
及
び
 
將
軍
 
荷
物
の
 
迗
夫
を
 
管
せ
 
し
め
た
り
。
 
其
 後
 建
 保
 年
中
に
 
又
 諸
 國
關
津
 
の
 地
頭
に
 
命
 

じ
て
 
渡
船
 
を
備
へ
 
以
て
 
行
旅
の
 
煩
 憂
 を
 除
か
し
 
め
、
 
且
つ
 
其
 船
賃
 
及
び
 
用
途
 
は
 皆
 料
 田
の
 
收
稻
を
 
以
て
 
之
れ
 
に
 充
て
し
 
め
た
り
。
 

义
 

北
搽
泰
 
時
に
 
至
り
て
 
は
 殊
に
 
京
師
 
及
び
 
鎌
 倉
の
 
交
通
に
 
留
意
し
 
本
野
ケ
 
原
の
 

一
 望
渺
茫
 
と
し
て
 
迷
 
ひ
 易
き
 
を
 
見
る
 
や
、
 
直
ち
に
 
道
 側
 

に
 柳
樹
を
 
to ゑ

し
 
め
て
 
行
旅
の
 
便
に
 
供
せ
 
り
。
 
當
時
 
京
師
 
鎌
 倉
 間
に
 
飛
脚
 
は
 十
四
日
 
間
 を
 費
し
て
 
往
復
し
 
通
常
の
 
旅
人
 
は
 大
抵
 
一 一

十
 

七
 八
日
 
を
 要
し
た
り
。
 
斯
の
 
如
く
し
て
 
交
通
 
は
 漸
次
 
便
宜
に
 
向
 
ひ
た
れ
 
ど
も
 
旅
人
 
は
 猶
糧
を
 
運
び
て
 
夜
に
 
入
れ
ば
 
野
宿
せ
 
ざ
る
 
可
ら
 

ざ
る
 
場
合
 
多
 か
り
き
。
 

承
 久
の
亂
 
平
ぎ
 
た
る
 
後
、
 
諸
 國
郡
鄉
 
莊
保
新
 
補
の
 
地
頭
 
諸
 務
の
事
 
五
 丁
 修
卒
の
 
法
 を
定
む
 
(
東
 鑑
)
。
 
此
 詳
細
 
を
 悉
す
を
 
得
ば
 
趣
味
 

あ
る
 
地
方
 
制
度
の
 
行
 は
れ
し
 
を
 見
得
 
可
し
 
と
 
思
惟
 
す
れ
 
ど
も
、
 
今
 其
 仔
細
 
を
 知
り
 
難
き
 
を
憾
 
む
。
 
但
し
 
五
 丁
と
 
は
 丁
 男
 五
 人
の
 
謂
な
 

る
 
可
く
、
 
平
時
 
は
 其
 五
 人
 
互
に
 
相
 扶
助
 
監
督
し
、
 
戰
 時
に
は
 

一
 伍
 を
な
 
し
て
 
事
に
 
從
ひ
 
し
も
の
に
 
あ
ら
ざ
る
 
か
。
 
德
川
 
時
代
に
 
行
 は
 

れ
 た
る
 
五
人
組
の
 
制
度
と
 
全
く
 
關
 係
な
 
き
か
、
 
是
 等
は
尙
 
研
鑽
 
を
 遂
げ
 
阱
 
せ
て
 
識
者
の
 
敎
を
 
待
た
ん
 
と
す
。
 

. 

此
に
響
 
幕
府
が
 
農
民
に
 
對
 す
る
 
施
 S
 
の
 中
 大
書
し
て
 
其
 功
を
稱
 
せ
ざ
る
 
可
ら
ざ
る
 
も
の
 
あ
り
、
 
何
ぞ
 
や
、
 
扠
隸
の
 
開
放
 
を
實
行
 



せ
ん
 

と
せ
し
 

I
 

れ
 

な
り
。
 

思
 

ふ
に
 

奴
 

隸
の
謹
 

は
 

決
し
て
 

新
し
き
 

f
 

あ
ら
す
。
 

I
I
 

以
前
の
 

農
 

f
l
 

せ
し
 

き
」
 

も
述
 

パ
 

L
 

如
く
 

武
內
大
 

伴
 

等
の
 

豪
族
 

漸
く
 

其
 

威
 

權
を
扳
 

ふ
に
 

至
り
て
 

地
方
に
 

領
地
 

を
 

作
り
 

良
民
 

を
^
 

使
せ
 

し
倾
 

あ
り
。
 

^
こ
な
 

i
 

し
ミ
 

れ
る
 

も
の
に
し
て
 

大
寶
 

律
令
 

制
定
の
 

頃
に
 

至
り
て
 

は
 

私
 

奴
婢
 

(
宮
戶
 

^
戶
官
 

奴
婢
 

は
然
ら
 

す
)
 

は
資
 

貸
せ
ら
れ
 

て
 

化
^
 

ハ
陳
 

を
お
 

ら
し
 

た
り
 

^
食
 

院
の
 

古
文
書
 

中
に
は
 

彼
等
 

奴
 

隸
が
馬
 

牛
と
 

公
に
 

轉
賫
 

せ
ら
れ
た
 

る
^
 

券
の
 

殘
れ
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

き
む
 

^
を
し
，
」
 

ら
^
 

も
 

*
 

此
事
 

あ
り
し
 

か
 

を
 

思
う
て
 

戰
慄
 

せ
し
 

む
る
な
 

り
。
 

S
 

、
濃
 

陶
司
解
 

申
 

進
上
 

交
易
 

賤
事
 

^
^
.
c
 
 
.に 三

 

ノ
婢
三
 

價
嵇
肆
 
^
'
玖
 A
 
お
-
,
 一
：
 5 ，
>
1
 
千
 束
 

n
 人
 各
 
A
 百
 束
 

リ
，
 -, 

一 人
 
セ
百
束
 

一 人
 六
 百
 束
 

勝
 

左
 

n 
ト
^
子
 
 

贋
稻
 

一
千
 

朿
 

右
山
 

縣
大
 

郡
戶
 

主
直
大
 

庭
之
賤
 

奴
 

豐
麻
呂
 

t
£
 
 

二
 
 

價
稻
 

一
 
千
朿
 
 

- 

右
武
義
 

郡
 

揖
可
擲
 

戶
キ
；
 

武
 

義
造
宫
 

廬
之
賤
 

奴
 

益
爲
き
 

肝
^
 
擧
 
 

價
稲
染
 

伯
 

束
 

右
 

加
義
郡
 

山
鄉
戶
 

主
速
稻
 

實
之
賤
 

摔
 

乎
久
貝
 

问
蒙
^
 

： 
 

二 
 

t;
  
二
 
 

お u
r
t
,
 

ョ,
 

之 
々T
=r
 

ク
ミ
 

左
 

HJ
 
後
黑
子
 
 

^
ぎ
 

拐
 

伯
 

束
 

右
 

厚
 

兌
 

郡
 

草
 

m
 

鄉
 

物
 

部
 

足
 

麻
 

呂
之
賤
 

婢
 

古
都
 

資
^
 

針
 
子
 
 

價
 

g
 
捌
伯
朿
 
 

* 

右
^
 

奈
郡
繪
 

下
鄉
戶
 

主
縣
、
 

足
：
：
 

縣
主
息
 

守
之
賤
 

鎌
 

倉
お
.
 

W
 

仞
 
代
の
^
^
 
 

q 
 

-- 



お
 
鳥
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

お
 
七
 
二
 

婢
椋
寶
 
^
ま
 
又
黑
子
 
 

憤
稻
 
i
i
 伯
朿
 

右
 可
 兒
郡
驛
 
家
 擲
戶
主
 
守
 部
 麻
 呂
之
賤
 

云
 
々 

と
 
云
 
へ
 る
 も
の
 
見
る
 
可
し
。
 
奴
隸
の
 
生
ぜ
し
 
原
因
 
は
 第
 

.1 配
殁
、
 
第
一
 
一
 負
債
、
 
第
一
 一！ 歸

 化
に
 
出
で
 
た
り
き
。
 
勿
論
 
鎌
 倉
.
 幕
府
 
以
前
に
 

あ
り
て
も
 
寺
に
^
 
令
 を
 
下
し
 
其
 待
遇
の
 
殘
 酷
な
ら
 
ざ
る
 
可
き
 
を
 論
し
 
其
 賫
買
を
 
禁
ぜ
る
 
が
 如
き
 
事
な
 
き
に
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
と
 
雖
も
 

鎌
 

含
 幕
府
つ
^
く
 
眞
 S
 
目
に
 
此
事
 
の
喬
正
 
を
な
 
せ
し
 
も
の
 
は
 未
だ
 
之
れ
 
あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 
蓋
し
 
鎌
 含
 幕
府
 
以
前
に
 
於
け
 
る
 政
治
 
機
關
は
 

總
て
^
 
隸
 な
る
 

一 階
級
 
を
 造
 出
せ
る
 
貴
族
に
 
よ
り
て
 
な
さ
れ
た
 
る
が
 
故
に
 
奴
 隸
に
對
 
し
て
 
自
ら
 
冷
淡
な
る
 
は
 其
 所
な
 
り
。
 
反
 之
北
條
 

氏
は
听
 
謂
 陪
臣
と
 
稱
 
t
 ら
れ
て
 
農
民
と
 
僅
か
に
 
擇
ぶ
所
 
あ
り
し
 

一 階
級
な
 
り
き
。
 
故
に
 
其
執
權
 
と
な
り
て
 
政
務
に
 
參
 す
る
 
や
 彼
等
 
は
 

農
民
 
殊
に
 
贫
弱
 
な
る
 
農
民
に
 
對
 し
て
 
嘗
て
 
貴
族
 
等
が
 
全
く
 
有
す
る
 
能
 は
 
ざ
り
 
し
 温
き
 
同
情
 
を
 抱
き
 
得
た
り
 
し
な
り
。
 
當
時
 
賤
民
と
 
は
 

農
奴
の
 
如
き
 

一
 稅
の
 
階
級
 
を
 
造
り
 
(
^
に
 
長
 吏
と
 
稱
 し
て
 
德
川
 
時
代
に
 
於
け
 
る
 
X  X 非

人
の
 
如
き
 

一 圑
 
あ
り
し
 
も
)
 自
由
に
 
轉
寶
 
亡
ら
 

れ
 し
か
ば
、
 
堀
 河
 天
皇
 
嘉
祿
 
一： 儿年

宣
 
ぼ
 を
 
以
て
 
嚴
禁
 
せ
ら
れ
た
り
。
 

r
 
可
 令
 搦
^
 
勾
引
 
人
竝
资
 
^
人
 
輩
，
 

右
嘉
祿
 
元
年
 
十：： ̂

二
 
卜
 
九
日
 
宣
 ぼ
 狀
係
略
 
人
 之
 罪
 私
 誘
 之
 科
萆
條
 
^
n
j
 所
恰
 
不
輕
、
 
兩
^
 
之
禁
、
 
围
犯
之
 
輩
、
 
時
 俗
 積
^
へ
，
.
 
未
懲
 

戒
、
 
^
仰
 
京
 畿
諸
阈
 
所
 部
^
:
^
 
等
せ
 
令
 搦
進
彼
 
輩
、
 
知
 而
不
钆
 
M
 罪
 者
。
 

： 其
 他
 ra: 條

 天
 皇
 
の
延
.
 應
元
 
年
に
 
は. 

を
 
以
て
し
、
 

仁
 治
 元
年
に
 
は
 幕
府
の
 
下
知
に
 
て
 之
れ
 
を
 禁
制
し
、
 
寶
 買
せ
 
し
も
の
 
は
 關
 東
に
 

, 召
 下
し
 
被
赍
者
 
は
兌
受
 
次
 笫
に
其
 
身
 を
 放
免
す
 
可
き
.
 H
、
 
路
次
 
關
々
 
に
揭
 
一： 小せ

ら
れ
 
ぬ
。
 

又
 伏：： 

皇
延
應
 

n  ： ギ
に
は
 
蘇
^
 
令
し
て
 

•
 
 

j
 

、 
可
 

禁
制
 

人
賫
事
 



も
桟
人
 

商
專
其
 

^
^
多
 

以
ぉ
之
 

云
 

々 
w
i
i
 

止
之
逯
 

犯
 

之
^
 

者
 

可
 

擦
 

火
 

印
 

於
 

其
 

^
ム
ん
 

と
 

云
 

へ
 

り
。
 

卽
ち
 

奴
隸
赍
 

買
の
 

大
罪
 

を
 

犯
せ
る
 

も
の
 

は
 

其-
. 

g
 

に
 

烙
印
し
て
 

(
仪
た
 

人
に
兑
 

ゆ
る
 

能
 

は
ざ
る
 

の
^
^
 

を
^
 

ヽ 
一」
 

之
乜
 

、
を
 

懲
ら
し
め
 

し
も
の
 

な
り
。
 

义
 

奴
婢
の
 

質
 

入
 

等
に
 

も
 

禁
制
 

を
附
 

し
た
る
 

は
 

之
れ
 

を
 

前
^
に
^
 

け
り
。
 

勿
論
 

時
世
の
 

一
 

般
に
 

進
歩
せ
 

ざ
る
 

常
時
に
 

あ
り
て
 

慕
^
が
 

カ
を
盡
 

し
て
 

其
 

防
遏
を
 

務
め
し
 

も
 

陋
^
 

容
ぉ
 

に
拔
く
 

付
ら
 

す
し
て
^
 

リ
 

，
氏
に
 

至
れ
り
 

と
雖
 

も
、
 

其
 

弊
 

を
 

認
め
て
 

其
 

lr
,b
: 

策
 

を
斷
行
 

r
c
 

論
者
 

は
 

鎌
 

含
 

幕
^
の
 

此
，
 

X
 

明
 

的
な
る
 

措
 

ff
i 

に
對
 

f 
て
^
 

二
ク
 

，
な
き
 

能
 

は
す
。
 

露
國
の
 

農
奴
が
 

解
放
さ
れ
 

し
 

は
 

僅
か
に
 

近
代
に
 

あ
ら
す
 

や
、
 

亞
米
利
 

加の
，：
：：
. 

E
 

^
に
し
て
.
^
^
 

の
个
 

く
^
,
 

c
s
r
-
;
 

は
 

僅
か
に
 

四
十
 

年
に
 

滿
 

た
ざ
る
 

過
去
に
 

あ
ら
す
 

や
。
 

嗚
呼
 

鎌
 

含
 

幕
^
が
 

獨
り
 

超
然
と
 

し
て
：
！
：
 

本
^
.
 

3-
 

に
 

： 
厂、
 

新
紀
^
 

を
^
け
 

リ
と
^
 

:■ 歎
 

せ
ら
る
、
 

も
の
、
 

實
に
 

所
以
 

あ
り
と
 

云
 

ふ
 

可
し
 

C 

笫
三
款
 

(
附
錄
 

)
 

お
 

間
に
 

設
け
ら
れ
 

た
る
 

奥
 

菜
 

制
度
 

未
だ
 

糾
 

八：
： 

事
業
な
 

く 
(
或
は
 

僅
か
 

に
發
生
 

の
端
緖
 

に
あ
り
 

し
ゃ
)
 

金
融
 

機
關
 

な
く
、
 
 

な
く
、
 
 

c
^
i
 

教
仃
は
 

勿
^
 

之
 

〜
た
 

) 

當
 

時
に
 

於
て
、
 

人
民
 

問
に
 

農
業
に
 

對
 

し
て
 

特
殊
の
 

制
度
の
：
^
 

在
せ
 

ざ
り
 

し
は
^
よ
り
 

^
所
な
 

り
。
 

み
^
:
 

は
も
 

か
に
^
お
 

し：
： 

ノ
パ
，
 

っ
ィ
 

料
 

中
よ
り
 

二
 
 

n 
一
 

を
 

揭
 

出
し
て
 

此
節
を
 

結
ば
ん
 

と
す
。
 

其
 

一 
は
 

農
業
 

者
と
 

商
業
 

者
と
の
 

關
係
 

に
し
て
 

地
方
の
 

生
庙
物
 

を
樞
耍
 

の
港
灣
 

等
に
 

出
せ
る
 

時
 

北
 

ハ
^
 

格
の
 

支
拂
こ
 

稱
 

)
w
 

- 今
の
所
 

謂
爲
替
 

制
度
の
 

單
 

純
な
る
 

も
の
 

を
な
 

し
 

居
た
り
 

き
。
 

^
 

れ
 

一
 

方
に
 

於
て
 

は
 

商
^
 

ハ
 

方
法
 

渐
く
改
 

^
せ
ら
 

比
沲
ト
 

V
>
^
K
M
 

の.
 

お
 

を
 

知
る
 

に
 

至
り
て
 

此
 

事
の
 

起
れ
 

る
 

事
な
る
 

可
し
。
 

其
 

二
 

は
 

僭
 

侶
の
 

農
 

紫
に
 

對
 

す
る
 

功
績
な
 

り
。
 

元
來
寺
 

院
其
^
 

は
 

澳
ま
 

に
 

取
り
て
 

は.
 

¥
ろ
 

弊
宙
 

あ
る
お
 

與
へ
 

し
も
、
 

せ
：
 

KI
 

の
 

，
中
に
は
 

a
i
 

偉
大
の
 

功
績
 

を
^
せ
る
 

も
の
 

あ
り
。
 

弘
法
 

大
！
：
 

が
 

叫
 

方
 

を
 

遍
^
し
て
 

到
る
 

處
 

に
^
あ
 

を
^
 

じ
^
 

路
を
 

修
め
た
 

る
 

如
き
 

は
 

缣
倉
^
 

^
初
代
の
^
 

政
 
 

W 
し，
..
 



有
 

島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

七
 

e:
 

- 如
何
に
 
當
 時
の
 
農
業
 
を
 補
 益
し
た
 
る
か
 
を
 知
る
 
可
し
。
 
錄
倉
 
時
代
に
 
あ
り
て
も
 
佾
榮
西
 
は
 入
唐
し
て
 
茶
 を
 得
て
 
歸
り
、
 
栂
尾
 
明
惠
上
 

人
 

亦
 

之
れ
 

を
 

受
け
て
 

栽
培
し
 

書
 

を
 

著
し
て
 

茶
の
 

效
用
を
 

普
く
 

知
ら
し
 

め
し
が
 

如
き
、
 

良
觀
 

上
人
 

は
 

鎌
 

倉
 

G
 

極
樂
 

寺
に
 

あ
り
て
 

專
心
救
 

. 民
の
 

事
に
 

從
事
 

せ
り
、
 

或
は
 

療
 

病
院
 

を
 

造
り
 

义
は
馬
 

療
屋
を
 

造
り
、
 

常
に
 

自
ら
 

之
れ
 

に
 

臨
み
て
 

其
 

治
療
に
 

カ
を
盡
 

せ
る
 

が
 

如
き
 

は
 

其
 

例
な
 

り
 
C
 
 

. 

ぶづ
 

か 

义
當
時
 

農
民
 

等
 

相
 

集
合
し
て
 

知
識
 

を
 

交
換
し
 

交
情
 

を
 

溫
む
 

る
の
 

機
 

會
少
き
 

時
に
 

あ
り
て
 

は
 

地
方
の
 

祭
禮
は
 

之
れ
 

に
與
 

り
て
 

最
も
 

有
 

力
な
 

リ 
し
も
の
 

k 
如
し
。
 

故
に
 

自
然
の
 

結
枭
 

と
し
て
 

當
時
 

地
方
 

何
れ
に
 

も
 

祭
禮
は
 

盛
に
 

行
 

は
れ
し
 

が
 

如
し
。
 

毎
年
 

三
月
 

十
五
 

日
に
 

八
 

幡
 
の
齋
會
 
あ
り
て
 
T
 五
月
 
一 一

十
 W
 日
の
 
夕
 
さ
り
 
方
に
 
は
 
一 一
十
三
 
日
の
 
小
夜
 
か
け
て
 
愛
宕
の
 
火
影
へ
 
村
民
 
松
明
 
を
と
 
も
し
て
 
お
ど
ろ
お
 

ど
ろ
し
 

ぅ
參
り
 

集
る
」
 

と
 

云
 

ふ
が
 

如
き
 

皆
是
れ
 

な
り
。
 

第
 

W
 

項
 

農
政
 

上
よ
り
 

見
た
 

る
貞
永
 

式
目
 

. 
東
鑑
の
 
記
者
 
貞
永
 
式
目
 
を
 評
し
て
 
曰
く
、
 
是
れ
卽
 
ち
 淡
 海
 公
の
 
律
令
に
 
比
す
 
可
き
 
か
、
 
彼
 は
海
內
 
の
龜
鑑
 
た
り
、
 
是
 れ
は
關
 
東
の
 
鴻
 

寳
 な
り
と
 
所
以
 
あ
り
と
 
謂
 
ふ
 可
し
 

J 貞
永
 
式
目
 
は
實
に
 
日
本
の
 
政
治
家
の
 
腦
裡
 
よ
り
 
編
 出
さ
れ
た
 
る
 法
典
 
中
 最
も
 
簡
明
に
 
し
て
し
 
か
 

も
 
釗
 切
に
 
而
 し
て
 
最
も
 
時
代
の
 
精
神
に
 
適
切
な
る
 
も
の
た
ら
 
す
ん
 
ば
 あ
ら
す
。
 
厩
戶
 
皇
子
が
 
編
成
せ
 
る
 憲
法
 
十
七
 
條
 な
る
 
も
の
 
文
字
 

の
 典
雅
な
る
 
所
 言
の
 
高
 妙
な
る
 
思
 
ふ
に
 
當
 時
の
 
朝
臣
 
を
し
て
 
驚
異
と
 
嘆
美
の
 
眼
 を
 
以
て
 
之
れ
 
を
拜
讀
 
せ
し
め
し
 
な
ら
ん
。
 
し
か
も
 
之
 

れ
單
に
 
支
那
に
 
於
け
 
る
繁
雜
 
な
る
 
法
令
の
 
模
倣
に
 
過
ぎ
す
。
 
舉
殖
 
あ
り
 
虚
譽
を
 
喜
ぶ
 
朝
臣
 
は
 或
は
 
之
れ
 
を
 
以
て
 
額
に
 
乎
し
て
 
相
慶
喜
 

し
た
る
 
可
し
 
と
雖
 
も
、
 
多
數
國
 
民
間
に
 
横
溢
し
 
つ
.
 - あ

り
し
 
時
代
の
 
精
神
 
は
 遂
に
 
之
れ
 
を
^
 i る

、
 
に
 由
な
 
か
り
き
。
 
故
に
 
憲
法
 
十
七
 

,
條
 は
 殆
ど
 

一 片
の
 
空
文
と
 
し
て
 
了
り
 
ぬ
。
 
鎌
足
 
等
 制
定
す
 
る
 所
の
 
律
令
 
は
 憲
法
 
十
七
 
條
に
 
比
し
て
 
甚
だ
 
秩
序
 
あ
り
 
達
識
 
あ
る
 
も
の
な
 

り
き
。
 
其
 體
裁
を
 
支
那
に
 
仰
ぎ
て
 
し
か
も
 
之
れ
 
に
 墨
ま
す
 
卓
 然
と
し
て
 
立
つ
 
所
 あ
り
、
 
大
に
 
日
本
化
さ
れ
 
た
る
 
も
の
 
あ
り
て
 
存
 し
き
 

コ 



し
か
も
 

其
の
 

規
定
す
 

る
 

所
は
餘
 

り
に
 

繁
雜
 

に
餘
 

り
に
 

細
密
な
.
 

リ 
し
か
ば
、
 

當
 

時
に
 

於
け
 

る
が
 

如
き
 

不
完
全
な
る
 

行
政
 

機
關
は
 

到
底
，
 

M
 

を. 圓
 滑
に
 
運
轉
す
 
る
に
 
足
ら
す
 
し
て
-
 
其
 規
定
の
 
過
半
 
は
义
.
 S
 文
と
 
し
て
 
投
棄
せ
ら
れ
 
ぬ
。
 是
れ
 
然
し
 
法
^
^
^
^
:
 
ハ
^
に
 
あ
ら
す
 

當
 時
に
 
於
て
 
日
本
 
國
民
は
 
未
だ
 
純
然
た
る
 
日
本
 
1： 民

に
 
あ
ら
 
ざ
り
 
き
。
 
彼
等
の
 
內
に
 
混
在
せ
 
る
 種
々
 
な
る
 
異
分
 
P
 
は
 未
だ
 
到.：^ 融

和
 

す
る
 
こ
と
 
能
 は
す
し
て
 
其
の
 
抱
懷
 
せ
し
 
思
想
 
も
數
 
多
の
 
隔
壁
に
 
よ
り
て
 
離
 絡
せ
ら
れ
 
た
る
 
も
の
 
あ
り
し
 
が
 故
な
 
り
。
 
し
か
も
^
 
5： の

 

起
り
 
て
 兵
馬
の
 
權
を
秉
 
り
、
 
併
せ
て
 
治
 民
の
 
柄
 を
 握
る
 
や
、
 嘗
て
 
比
類
な
 
か
り
し
 
思
想
の
 
大
 攪
拌
 
は
 起
り
 
ぬ
。
 
從
來
賤
 
尺
と
 
し
て
，
 i
M
:
 

に
處
 
し
、
 
京
師
に
 
政
權
を
 
握
れ
る
 
貴
族
 
は
 全
然
 
一
種
 特
殊
な
る
 
階
級
な
 
り
と
 
せ
し
 
平
：
^
 さ
の
 
巾
に
 
は
、
 
柬
^
 
に
^
 
在
せ
 
る
 武
士
が
：
 
人
 

下
 を
 掌
握
す
 
る
 
を
 見
て
 
民
主
的
 
思
想
 
は
 勃
然
と
し
て
 
起
り
 
我
 も
 
人
な
 
り
 
彼
 も
 
人
な
 
り
と
 
云
 
へ
 る
 念
^
 
は
 H: 木

 全
 闷
に
瀰
 
^
せ
り
。
 

M. ん 

れ
 日
本
 
國
 民
の
 
區
々
 
な
る
 
思
想
が
 

一
 大
熔
爐
 
の
 中
に
 
投
ぜ
 
ら
れ
 
た
る
の
 
時
な
 
り
。
 
而
 し
て
 
北
 條
泰
時
 
は：： I ̂

に
 
於
て
 
新
に
 
統
：
 
せ
ら
 

れ
 
た
る
 
思
想
の
 
代
表
者
な
 
り
き
。
 
其
 式
目
の
 
成
る
 
や
 京
^
に
 
消
 患
し
て
 

「
こ
の
 
式
 n
 
を
 造
ら
れ
 
候
 事
 は
 何
 を
 
か
 木
悅
と
 

t 
ご 
被
 は
^
 

之
 出
 
人
 
さ
だ
め
て
 
謗
 難
 を
 
加
 候
事
歟
 
誠
に
さ
せ
る
 
本
文
に
 
す
が
り
た
 
る
せ
 
は
 候
 は
ね
 
ど
も
 
道
 现
の
 
推
す
 
所
 を
 被
^
お
^
;
 
也
 

時
^
 
 、 

要
求
に
 
應
 じ
て
 
編
纂
せ
 
る
 者
に
 
候
 也
と
の
 
意
に
 
解
し
 
得
べ
 
し
)
」
 
と
 
云
 
へ
 り
。
 
贞
永
 
式
目
が
 
文
字
に
 
於
て
：
^
 
俗
に
 
組
織
に
 
於
て
^
 
略
な
 

る
に
 
も
 
係
 は
ら
す
、
 
靡
 然
と
し
て
 

：
 世
 を
 動
か
し
 
戰
阈
 
時
代
 
法
制
の
 
甚
礎
 
と
な
り
、
 
遠
く
^
 
川
 氏
 所
 制
の
 
法
^
に
 
ゆ
 化
せ
し
 
も
の
 
ひ. 

偶
然
な
 
ら
ん
 
や
。
 

貞
永
 
式
目
 
は
 實
に
斯
 
の
 如
く
 
偉
大
な
る
 
感
化
 
を
 後
代
の
 
政
治
 
史
に
 
寄
與
 
せ
り
と
 
雖
も
、
 
A
 式
 n
 
は
 
決
し
て
 
之
れ
 
を
 
法
^
と
 
し
て
：
 人
 

ド
 
に
 分
布
し
 
た
 
る
に
 
あ
ら
す
。
 
唯
將
軍
 
に
 於
 
て
 
日
本
 
總
追
捕
 
使
と
 
し
て
 
諸
！
：
 
の
 せ
 護
 職
 
ハ
 に
 
に
ヶ
 
ち
べ
 
下
 
ハ
 刑
：
 
を
總
 

す
 
ろ
と
、
 

總
 地
頭
と
 
し
て
 
本
 補
 新
 補
の
 
地
頭
の
 
上
に
 
立
ち
 
其
の
 
支
配
す
 
る
 所
の
 
土
地
に
 
對
し
 
；
^
訟
 
を
 裁
判
す
 
る
と
の
 
は
め
に
 
*  ̂

く
ろ
 
所
い
 
は
 

线
 
卽
ち
 
評
定
 
衆
 
の
 自
ら
 
私
曲
 
を
 避
け
 
公
平
 
に
 就
く
 
爲
め
 
に
 立
て
た
 
る
 起
^
の
 
條
々
 
な
り
。
 
故
に
 
こ
は
^
 
に
錄
な
 
お
 W
 
か
 御
.
>
 
人
 
に
れ
 

す
る
 
契
約
の
 
如
き
 
も
の
に
し
て
 
し
か
も
 
其
の
、
 
と
す
る
 
听
 は
 行
政
 
駕
務
 
の
^
 
滑
を
沏
 
せ
し
め
ん
 
と
 
r 
る
よ
り
も
.
 
^
法
^
 
^
ハ
^
,
、
，
：
.
.
：
 

鎌
^
 
幕
府
 
初
代
 
Q
 
 
政
 
 

叫
 
U 

〃： 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
开
卷
 
 

四
 
七
 六
 

か
ら
ん
 

こ
と
 

を
 

規
定
せ
 

る
に
 

あ
り
。
 

故
に
 

一 
に
 

御
成
 

敗
 

式
目
と
 

云
 

ふ
 

所
以
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

本
来
の
 

性
質
に
 

於
て
 

該
 

式
目
の
 

行
 

は
る
べ
 

き
範
圍
 

は
拏
に
 

幕
府
 

裁
判
 

權
の
 

及
ぶ
 

所
に
 

止
ま
る
 

の
み
。
 

卽
ち
 

入
に
 

就
て
 

云
へ
ば
 

守
護
 

地
頭
 

其
 

他
 

其
 

支
配
の
 

下
に
 

あ
る
 

も
の
。
 

土
地
 

に
 就
て
 
云
 
へ
ば
 
莊
園
 
私
領
恩
 
地
な
 
り
。
 

該
式
 
CZ は

貞
永
 
元
年
 
北
 條
泰
時
 
連
署
 
時
 房
と
 
共
に
 
總
 裁
し
て
 
編
纂
せ
 
る
 
も
の
に
し
て
、
 

八
月
 
八
日
 
草
案
 
初
め
て
 
成
り
、
 
同
月
 
七
日
 

式
條
 

施
行
の
 

命
を
發
 

せ
り
。
 

-
ん
卜
 

一
條
よ
り
 

成
り
，
 

記
載
す
 

る
 

所
の
 

事
項
 

を
 

大
體
に
 

分
類
 

す
れ
ば
、
 

(
一
)
 

寺
院
 

神
社
に
 

對
 

す
る
 

處
置
 

^
れ
式
 

E
 

の
閗
卷
 

第
一
 

に
 

記
さ
る
-
 

* 
所
に
 

し
て
 

鎌
 

倉
 

幕
府
が
 

是
 

等
の
 

勢
に
 

對
 

し
て
 

尊
敬
の
 

意
 

を
 

表
し
た
 
る
 
を
 見
る
 
可
し
。
 

C
 

一)
 

諸
國
 

守
護
 

地
頭
に
 

關
 

す
る
 

規
定
 

守
護
 

地
頭
の
 

國
領
 

及
び
 

莊
 

園
に
 

對
 

す
る
 

處
 

置
の
 

方
法
と
 

及
び
 

國
司
領
 

家
と
の
 

交
涉
 

等
に
 

關
 

す
る
 
規
定
と
 
人
民
 
卽
ち
 
農
民
 
を
治
定
 
す
る
 
の
 方
 計
と
 
を
 示
せ
る
 
も
の
。
 

(
三
)
 
安
堵
の
 
條
々
 

御
家
人
が
 
所
有
せ
 
る
 私
有
地
 
及
び
 
恩
 地
の
 
條
件
を
 
記
載
せ
 
る
 
も
の
。
 

へ
 W
)
 身
分
 
の
條
々
 

御
家
人
 
の
 官
職
 
に
關
す
 
る
 規
定
。
 

〈
だ
)
 

論
訴
 

檢
斷
 

是
れ
 

式
目
 

中
 

大
部
分
 

を
 

占
め
 

居
る
 

も
の
に
し
て
 

備
 

さ
に
^
 

訟
 

判
決
の
 

法
 

を
 

規
定
し
 

以
て
 

御
家
人
 

及
び
 

農
民
の
 

權
 

利
と
 
義
務
と
 
を
 明
か
に
 
せ
り
。
 

斯
 

く
の
 

如
く
 

式
目
 

は
 

其
の
 

範
圍
狹
 

き
も
の
な
 

り
し
に
 

も
 

係
 

は
ら
す
、
 

幕
府
の
 

施
政
 

以
外
に
 

立
つ
 

可
き
 

京
官
 

If
 

司
 

等
 

も
 

中
古
 

以
来
の
 

律
令
 
朝
廷
に
 
行
 は
れ
し
 
事
 甚
だ
 
微
弱
な
 
り
し
 
か
ば
、
 
遂
に
 
凡
て
 
の
 钊
 决
を
 
公
-
や
な
る
 
幕
^
っ
^
 
法
官
に
 
仰
ぐ
 
に
 至
り
、
 
貞
永
 
式
目
 
は
 

日
本
 
全
！
：
 
の
 法
律
と
 
な
れ
り
。
 

貞
永
 

式
：
 

H
 

本
來
の
 

性
質
 

は
 

h
 

述
の
 

如
し
。
 

而
 

し
て
 

此
 

法
令
 

は
銥
念
 

幕
府
が
 

取
り
し
 

農
政
の
 

施
設
に
 

如
何
な
る
 

闢
係
を
 

有
せ
る
 

か
。
 

俞
 
に
も
 
云
 
へ
 る
が
 
如
く
^
、
 
水
 式
目
 
は
 行
政
，
^
 
を
 進
め
 
地
方
 
制
度
 
を
^
 
備
し
 
涅
 葉
の
 
改
良
 
を
 計
り
 
ェ
 商
業
の
 
發
達
を
 
促
す
 
等
 積
極
 



的
 方
針
 
を
 規
定
せ
 
る
 も
の
 
は
 
一
 も
 
之
れ
 
あ
る
な
 
く
、
 
單
に
 
司
法
 
及
び
 
警
察
 
事
務
の
 
方
針
 
を
-
冗
め
 
て
 消
極
的
に
 
官
吏
の
 
食
愁
を
 
防
 退
し
，
 

農
民
の
 
發
達
 
を
な
 
さ
し
 
め
ん
と
 
せ
し
 
に
 過
ぎ
す
。
 

人
 
は
 多
く
 
貞
永
 
式
目
の
 
著
名
な
る
 
を
 知
れ
る
 
が
 故
に
、
 
其
 中
に
は
 
鎌
 八：；^ 府

が
殊
 

に
 重
耍
視
 
し
た
る
 
農
民
に
 
對
 す
る
 
法
令
の
 
如
き
 
は
 極
め
て
 
完
全
な
る
 
も
の
 
あ
ら
ん
と
 
想
像
す
 
べ
し
と
 
雖
も
、
 
^
相
 
は
赏
 
に
^
 
外
に
し
 

て
 
一
 の
 土
地
 
整
理
 
法
な
 
り
 
一
 の
 農
業
 
機
 關
に
關
 
す
る
 
規
定
 
あ
る
な
 
く
、
 
唯
 土
地
赍
 
K
 謎
 與
に
對
 
す
る
 

： 般
^
:
 f
 
の
 法
 t
 
力
る
 
の
み
。
 

農
業
が
^
 
永
 式
 ほ
 
に
よ
り
て
 
多
大
の
 
影
響
 
を
 蒙
り
た
り
 
と
 
は
 少
し
く
 
こ
れ
 
を
 窺
 
ふ
 人
の
 
竹
 甘
す
 
る
 能
 は
ざ
る
 
所
な
 
り
 

C 

し
か
も
 
鎌
 倉
 幕
府
の
 
初
代
に
 
あ
り
て
 
は
 最
も
 
農
業
 
上
に
.
^
 
亂
を
來
 
せ
る
 
も
の
 
は
 
土
地
 
所
有
 
權
 
の
^
だ
 
瞹
 味
な
り
—
^
 
な
り
 

リ. に
 

保
 元
 平
 治
よ
り
 
平
氏
 
滅
亡
に
 
至
る
 
ま
で
の
 
問
 
に
 於
け
 
る
長
苹
 
月
の
 
變
亂
は
 
痛
く
 
地
方
の
 
安
寧
 
を
攪
 
動
し
^
 
人
の
^
に
^
ん
 
す
る
 
能
 は
 

す
し
て
 
流
離
 
浮
浪
す
 
る
 
も
の
 
多
く
，
 
加
 之
 地
方
に
 
散
在
せ
 
る
强
カ
 
者
は
此
 
機
に
 
乘
 じ
て
 
近
 方
の
 
掠
お
 
に
忙
 
は
し
く
 
濫
り
に
 
他
人
 

)-h 

地
 を
 
以
て
 
己
れ
 
の
 有
と
 
な
し
 
呑
噬
 
こ
れ
 
事
と
 
せ
し
 
か
ば
、
 
鎌
 〈せ： t

 府
の
 
基
礎
 
漸
く
^
^
:
 
な
ら
ん
 
と
す
る
 
や
、
 
、
水
く
；
^
 
ふ
る
 
所
た
.
：
 

-- 

し
 農
民
 
及
び
 
貧
弱
な
る
 
領
主
 
等
 は
續
々
 
と
し
て
 
幕
府
の
 
裁
 斷
を
乞
 
は
ん
が
 
爲
 
め
に
 
来
れ
り
。
 
此
に
 
於
て
 
幕
府
の
 
政
治
 
機
關
 

に，：：： に
^
-
 

法
 部
に
 
重
き
 
を
 置
く
 
の
 必
要
 
を
 見
る
 
に
 至
り
て
、
 
こ
れ
に
 
多
く
の
 
力
 を
川
ゐ
 
し
か
ば
、
 
司
法
^
 
務
 
O
S
 令
 制
.
^
 
の
お
 
時
に
 
あ
り
て
 
は
 

司
法
 
事
務
 
中
 就
中
 
刑
事
の
 
發
 達
せ
る
 
を
 見
し
 
が
此
 
時
に
 
於
て
 
は
 
民
事
の
 
發
達
 
著
し
 
か
り
し
 
を
 
兌
て
 
知
る
べ
し
)
 
は
 次
^
に
 
發
^
 
し
、
^
 

に
贞
永
 
式
目
 
の
 制
定
に
 
至
り
て
 
其
 傾
向
が
 
遂
に
 
文
學
 
上
に
 
顯
 は
る
、
 
に
 至
り
し
 
も
の
な
 
り
。
 
卽
ち
 
鎌
^
お
^
 
が
 ̂
法
^
^
 
を
 
以
 
^  =ノ 

民
の
 
安
寧
と
 
進
歩
 
を
 保
持
 
せ
ん
と
せ
 
し
 
は
 自
動
的
に
 
出
で
 
た
る
 
も
の
に
 
あ
ら
す
 
し
て
、
 
實
に
 
受
動
的
な
 
り
し
な
 
り
。
 
孜
 ひ.；： す

れ
 

た 

倉
 幕
府
 
は
當
 
時
の
 
農
民
の
 
狀
 態
と
 
意
向
と
 
に
逼
ら
 
れ
て
斯
 
く
の
 
如
き
 
法
律
 
を
 制
定
す
 
る
に
 
至
り
し
 
も
の
な
 
り
。
 
故
に
 
こ
れ
お
^
,
 
V： に

 

民
が
 
喑
々
 
裡
に
渴
 
望
せ
 
し
 所
な
 
り
し
が
 
故
に
，
 
式
目
の
 
出
で
 
て
 所
定
の
 
要
領
の
 
繽
々
 
實
 施
せ
ら
 
る
ゝ
 
や
，
 
地
方
の
 
人
 
尺
 は
^
を
 
M
 じ
 

う
し
て
 
こ
れ
 
を： f| 歌

 
せ
し
 
も
の
な
 
り
。
 

故
に
 
貞
永
 
式
目
 
は
 能
く
 
當
 時
の
 
時
勢
に
 
適
應
し
 
且
つ
^
 
法
の
 
正
確
 
を
 期
せ
し
 
點
に
 
於
て
 
は
 ii 然

 す
る
 
所
な
 
か
り
し
 
と
 
雌
 も
、
 
こ
れ
 

缣
食
^
 
府
扨
代
 

5
^
 
政
 
 

i: ヒ
じ
 



仃
島
 

武
郞
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 

七
 

八
 

を
 

以
て
の
 

み
 

長
く
 

安
ん
 

す
べ
き
に
 

あ
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

必
す
ゃ
 

他
日
 

一
歩
 

を
 

進
め
て
 

消
極
よ
り
 

積
極
に
 

移
り
 

小
^
 

策
よ
り
 

大
政
 

策
に
 

移
り
 

農
 

ま
 

を
 

進
歩
せ
 

し
め
て
 

生
產
を
 

興
す
 

の
 

道
 

を
 

講
ぜ
ざ
る
 

ベ
か
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

是
れ
實
 

に
 

必
至
の
 

勢
に
 

し
て
 

獨
 

逸
に
 

於
て
 

フ 
レ 

デ
リ
ッ
ク
 

大
王
の
 

農
業
に
 

對
 

す
る
 

同
情
 

あ
る
 

施
設
に
 

よ
り
て
 

農
民
が
 

寺
院
 

豪
族
 

等
の
 

酷
薄
な
る
 

覊
雜
 

よ
り
 

逸
脫
 

し
て
 

隸
屬
者
 

(K
ll
co

ht
sc

ha
fo

 

の
 

境
遇
よ
り
 

普
通
 

農
民
と
 

な
り
し
 

よ
り
、
 

近
代
に
 

至
り
て
 

地
頭
 

制
度
 

(
G
m
r
c
l
h
e
r
d
.
c
h
k
e
i
t
v
e
r
f
a
g
l
l
g
)
 

又
 

解
け
、
 

國
 

家
の
 

農
民
て
 

對
 

す
る
 

施
設
 

は
 

漸
く
 

消
極
よ
り
 

積
極
に
 

移
り
 

或
は
 

金
融
 

機
關
、
 

組
合
、
 

*
 

曾
、
 

交
通
 

機
關
、
 

農
事
 

敎
育
 

等
の
 

設
備
 

糗
々
 

と
し
て
 

起
リ
 

初
め
 

て
、
 

根
柢
よ
り
 

農
業
の
 

面
目
 

を
 

一
新
し
、
 

米
 

國
英
國
 

等
と
 

相
駢
馳
 

し
て
 

毫
も
 

劣
る
 

所
な
 

き
に
 

至
れ
る
 

が
 

如
き
 

は
、
 

其
の
 

好
例
と
 

云
 

は
 

ざ
 

る
べ
 

か
ら
す
 

J 鎌
 

倉
 

幕
府
 

も
 

亦
 

貞
永
 

元
年
 

所
定
の
 

ニ
條
 

の
み
に
 

よ
り
て
 

は
 

到
底
 

完
全
な
ら
 

ざ
る
 

を
 

見
た
り
 

し
か
ば
、
 

爾
後
 

其
 

用
 

あ
る
 

每
 

に
 

式
條
を
 

追
加
し
 

こ
れ
 

を
 

式
目
 

追
加
と
 

稱
 

し
て
 

貞
永
 

式
目
 

を
 

補
足
 

せ
ん
と
せ
 

り
。
 

然
れ
 

ど
も
 

泰
 

時
時
 

賴
 

以
下
の
 

執
權
 

に
し
て
 

能
く
 

泰
 

時
の
 

如
く
 

時
勢
の
 

要
求
 

を
 

洞
察
し
 

得
る
 

も
の
な
 

く
、
 

依
然
と
し
て
 

司
法
 

を
 

以
て
 

其
の
 

本
領
と
 

な
し
 

農
民
 

等
が
 

積
極
的
 

方
針
 

を
渴
 

望
せ
 

る
 

に
も
 

係
 

は
 

ら
す
 

毫
も
 

悟
る
 

所
な
 

か
り
し
 

か
 

ば
 

法
令
 

愈
 

ぶ 
出
で
 

て
 

愈
 

ぷ
効
を
 

見
る
 

事
尠
 

な
く
 

加
 

之
 

儀
 

文
 

渐
く
整
 

ひ
て
 

法
 

を
 

執
る
 

の
 

人
 

其
當
を
 

得
す
 

尤
も
 

公
平
無
私
 

を
 

要
す
る
 

司
法
 

事
務
の
 

間
に
 

不
潔
の
 

分
子
 

加
 

は
り
し
 

か
ば
 

地
方
の
 

制
度
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

初
代
と
 

同
 

一 
な
る
 

形
 

勢
 

を
 

追
へ
 

る
に
 

過
ぎ
す
。
 

農
業
の
 

進
歩
 

も
 

農
民
の
 

發
 

達
も
舊
 

に
よ
り
て
 

變
す
る
 

事
な
 

く
沈
滯
 

せ
る
 

民
心
の
 

中
に
は
 

漸
く
^
 

ぼ
の
 

氣
^
 

起
し
 

鎌
 

倉
 

幕
府
 

以
外
に
 
 

一
 

i?
 

農
民
 

を
 

高
地
 

位
に
 

導
き
 

得
る
 

或
 

も
の
 

を
 

求
め
て
 

遂
に
 

之
れ
 

を
 

奈
何
と
 

も
す
 

る
 

事
 

能
 

は
ざ
る
 

に
 

至
れ
り
。
 

き
 

- 
第
 

四
 

章
 

附
 
言
 
 

. 

以
上
 

論
述
し
 

来
れ
る
 

所
 

は
 

僅
に
 

鎌
 

含
 

幕
府
 

時
代
 

農
政
の
 

一 
斑
に
 

過
ぎ
す
。
 

こ
れ
 

を
 

以
て
 

玆
に
 

結
論
 

を
 

構
 

出
す
 

る
は
餘
 

り
に
 

輕
 

率
な
 

る
 

所
行
な
 

り
。
 

論
者
 

は
唯
當
 

時
に
 

行
 

は
れ
た
 

る
 

農
政
 

上
の
 

事
實
を
 

可
成
 

忠
實
に
 

記
述
し
て
 

他
日
 

完
成
の
 

料
に
 

供
 

せ
ん
と
し
 

た
る
 

の
み
。
 



凡
そ
 
農
史
を
 
研
究
す
 
る
の
 
要
は
 
是
 に
よ
り
て
 
現
今
 
若
く
 
は
 將
來
に
 
施
行
 
せ
ら
る
.
？
 
き
^
 
政
 問
題
の
 
那
逯
 
に
あ
り
 
乂
 如
何
に
 
解
釋
 
す
べ
 

き
か
 
を
 知
る
 
に
あ
り
。
 
是
を
 
知
ら
ん
 
と
 
欲
す
れ
ば
 
單
に
 

一
 時
代
の
 
農
史
を
 
研
究
し
た
 
る
の
 
み
 を
 以
て
 
決
し
て
 
滿
足
 
す
^
き
に
 
あ
ら
す
"
 

又
單
に
 

一
 國
の
 
農
史
を
 
研
究
し
た
 
る
の
 
み
に
 
て
 決
し
て
 
滿
 足
す
 
可
き
 
に
あ
ら
 
す
。
 
論
^
 
不
肖
と
 
雖
も
必
 
す
 
や
 此
意
を
 
服
^
せ
ん
。
 

論
者
 
は
 唯
 如
上
の
 
研
究
に
 
よ
り
て
 
日
本
の
 
農
業
 
は
 太
古
 
以
來
鎌
 
食
 幕
府
に
 
至
る
 
ま
で
に
 
於
て
 
姑
息
な
る
 
進
歩
 
を
な
 
せ
り
と
：
 
ぶ
 ふ
の
 

誤
謬
に
 
陷
ら
 
ざ
る
 
可
き
 
を
 信
ぜ
り
。
 
蓋
し
 
大
 化
の
 
革
新
 
は
 其
 主
義
に
 
於
て
 
農
業
 
上
の
 
大
改
苹
 
な
り
し
 
は
 勿
論
な
 
り
し
 
も
、
 
^
ゆ
 
北
 

義
に
適
 
ふ
 可
き
 
施
設
の
 
宜
し
き
 
を
 得
 ざ
り
 
し
が
 
爲
 め
に
 
未
だ
 
全
く
 
行
 は
れ
ざ
る
 
に
 旣
に
中
 
逍
に
廢
 
す
る
 
の
悲
述
 
に
陷
れ
 
り
。
 
鎌
な
 
お
 

府
 は
其
實
 
行
に
 
於
て
 
着
々
 
其
 歩
武
 
を
 進
め
 
聊
か
 
も
 
浮
華
 
签
 飾
の
 
事
な
 
く
爲
す
 
所
と
 
し
て
 
殆
ど
^
 
さ
 
に
る
な
 
か
り
し
 
と
雖
 
も
が
お
 
に
し
 

て
當
 
時
の
 
施
設
に
 
は
 所
謂
 
百
年
 
千
年
の
 
大
計
と
 
稱
す
 
可
き
 
も
の
な
 
く
、
 
唯
 消
極
の
 
手
段
に
 
よ
り
て
 
農
業
の
 
位
 

を
 
可
成
 
I： く

し
」
 
：1  く

 

せ
ん
と
し
 
た
る
の
 
み
。
 
故
に
 
其
の
 
最
も
 
重
き
 
を
 置
き
し
 
所
 は
 栽
培
 
治
定
の
 
整
備
に
 
あ
り
 
人
民
に
 
對
し
 
公
平
に
 
し
て
 
仁
 患
 あ
る
お
^
 
は
 

國
 民
の
 
安
寧
 
を
 繋
ぐ
 

一
 の
鐵
 
鎖
な
 
り
き
。
 
故
に
 
治
 定
の
法
 
亂
れ
て
 
民
 勢
 亦
亂
れ
 
農
業
 
從
 
つ
て
 
衰
頹
し
 
破
綻
し
 
ぬ
。
 
而
 し
て
^
 
川
 氏
の
 

極
め
て
 
消
極
的
な
る
 
極
め
て
 
守
成
 
的
な
る
 
政
治
 
も
 
亦
 農
業
に
 
偉
大
な
る
 
改
革
 
を
與
へ
 
得
た
り
 
と
 
は
 思
惟
す
 
る
 能
 は
す
と
 
す
れ
ば
、
 

リ
 

本
の
 
農
業
に
 
は
 太
古
 
以
來
 
未
だ
 

一 囘
だ
も
 
其
方
 
向
 を
 明
か
に
 
囘
轉
 
せ
る
 
が
 如
き
 
改
革
 
行
 は
れ
ざ
る
 
な
り
。
 

{且 な
り
。
 
現
今
の
^
 
尺
が
 

所
謂
 
水
 呑
 百
姓
と
 
し
て
 
社
 會
の
下
 
翳
に
 
沈
淪
 
せ
し
め
ら
れ
、
 
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
 
農
民
 
等
と
 
比
較
 
せ
ら
る
、
 

の
 悲
境
に
 
あ
る
^
 
や
：
 
^
 

業
の
 
局
に
 
當
る
 
も
の
 
は
 宜
し
く
 
本
邦
 
農
業
 
本
来
の
 
性
質
に
 
着
眼
し
 
深
く
 
現
今
の
 
農
業
の
 
狀
 態
の
.
 H
 て
 來
る
所
 
を
^
 
察
し
 
先
见
 
と^;::: 

と
 
を
 併
せ
 
有
す
る
 
根
本
的
 
改
革
 
を
斷
 
行
す
 
る
に
 
あ
ら
 
す
ん
 
ば
、
 
到
底
 
今
 曰
の
 
農
業
の
 
積
弊
 
を
 救
 
ひ
 得
る
 
事
 能
 
は
す
し
て
、
 

役
た
.
^
 
化
 

の 跡、
 

鎌 倉 幕
府
の
 

轍 を 
踏む
 

に
あ
る
な
 

か
ら
ん
 

か。
 

鎌
 倉
 幕
府
の
 
農
政
 
を
 
攻
究
す
 
る
 
に
當
 
り
、
 
結
末
 
に
來
り
 
て
 感
じ
 
得
た
 
る
 所
 を
 
記
し
て
 
卷
尾
 
に
附
 
す
。
 

( 1 九 〇 一 年 七お、 礼 幌^^-校 
卒業論文) 

鎌
 
倉
 
幕
府
 
初
代
の
 
農
政
 
 

S
 
七
 九
 



有
 

鳥
 

武
郞
 

^
集
 
笫
五
卷
 
 

W
 

八
 

o
 

獨
旅
 

短
信
.
.
 

此
書
を
 

生
が
^
 

お
 

人
 

壬
 

生
 

馬
 

君
に
 

¥
 
 

轍
鲋
 

生
 

^
 
 
rn 

明
治
 

n; 十
六
 
年
 w
 月
 
二
十
 
七：！： 

ネ
 

f
 

於
 

鈞
町
區
 

自
邸
 

明
治
！
 

二
十
 

ra
: 

ハキ
 

十
二
月
 

一
日
^
 

隊
と
相
 

成
 

候
處
、
 

不
幸
に
 

し
て
 

其
 

中
句
よ
り
 

痔
^
に
 

犯
さ
れ
，
 

衞
戌
 

病
院
の
 

客
と
 

枳
成
 

候
が
，
 

年
 

立
 

歸
る
三
 

卜
艽
年
 

一 
月
 

十
 

ra
: 

日
 

フ
ト
思
 

立
ち
 

候
事
冇
 

之
、
 

病
の
 

聊
か
 

癒
え
た
 

ろ
 

を
 

幸
に
 

伊
豆
 

沿
 

1
£
 

の
 

膝
 

栗
^
 

を
 

試
み
 

申
 

候
。
 

m
 

々
の
 

見
 

問
 

を
覺
朿
 

な
く
 

も
 

鉛
笨
 

に
て
 

端
 

害
に
 

認
め
、
 

旅
 

問
 

少
暇
を
 

得
る
 

毎
に
 

投
じ
 

候
が
 

積
り
 

て
 

十
一
 

信
に
 

及
び
 

申
 

候
。
 

固
よ
り
 

旅
の
 

事
な
.
 

れ
ば
 

恥
の
 

*
：
 

き
 

捨
て
、
 

其
儘
羝
 

屑
籠
に
 

蟄
居
せ
 

し
む
 

可
き
 

者
に
 

は
 

御
座
 

候
 

得
 

共
、
 

取
り
出
し
て
 

一
覧
 

を
與
 

ふ
る
に
、
 

さ
す
が
 

其
の
 

翁
 

時
の
！
：
 

想
の
 

料
と
 

も
 

相
 

成
り
、
 

出
來
 

そ
こ
な
 

ひ
し
 

兒
の
 

兎
角
に
 

可
愛
 

ゆ
き
 

道
现
 

を
も
^
 

み
 

知
ら
れ
て
、
 

親
馬
鹿
の
 

i
n
 

を
 

此
の
 

冊
子
に
 

淺
 

さ
ん
と
 

ま
で
の
 

決
心
 

を
 

致
し
 

候
。
 
匆
々
。
 
 

徵
；
^
 

生
 

第
 

一
 

信
 

十
四
 

n 
午
前
 

十
 

j 
時
 

小
 

W
 

原
人
す
 

鎩
道
 

に
乘
 

ら
ん
と
 

し
て
 

つ-
が 

朝
 

稍
 

I
 

暗
き
 

に
.
^
 

を
 

出
で
 

恙
な
く
 

七
 

時
 

二
十
 

分
の
 

汽
車
に
 

乘
申
 

候
。
 

切
符
 

口
に
て
 

久
慈
 

氏
の
^
 

族
に
 

遇
 

ひ
 

申
 

候
。
 

大
森
を
 

出
づ
る
 

時
雰
表
 

を
 

纏
へ
 

る
富
士
 

の
、
 

旭
光
に
 

醉
 

ひ
て
 

紅
な
る
 

を
 

見
、
 

入
 

營
の
後
 

ra
: 

日
 

目
と
 

覺
ぇ
申
 

候
 

初
め
て
 

西
方
の
 

門
 

を
 

出
で
 

ゝ
靑
山
 

慕
 

地
 

に
 

引
率
さ
れ
 

し
 

時
、
 

正
し
く
 

彼
方
 

に
 

仰
ぎ
て
 

「
自
由
」
 

「
莊
 

嚴
」
 

の
 

現
 

示
な
 

り
と
 

の
 

感
最
深
 

か
り
し
 

其
の
儘
の
 

姿
 

を
 

想
起
し
て
 

な
つ
 

か
 

し
く
 

候
 

ひ
き
。
 

地
 

圔
を
披
 

き
つ
 

&
阈
 

府
津
に
 

着
せ
る
 

を
 

忘
れ
 

驚
き
 

降
 

申
 

候
つ
 

^
勾
 

邊
の
 

景
色
 

中
々
 

笑
し
 

く
夂
 

の
 

疎
林
 

裔
板
諸
 

山
の
 



赭
色
、
 

富
.
 

h
 

の
 

淡
 

紫
色
、
 

何
れ
も
 

面
白
き
 

配
合
に
 

て
 

候
 

ひ
き
。
 

小
 

m
 

原
の
 

町
 

は
 

祭
 

禮
に
賑
 

ひ
 

居
り
 

申
 

候
 

。
汽
車
 

中
に
 

て
讃
 

み
し
 

フ
す
ャ
 

ク
ス
傳
 

よ
り
 

會
 

心
の
 

一
 

語
 

を
 

左
に
、
 

「
若
輩
 

は
 

徒
 

事
に
 

趨
り
 

老
輩
 

は
 

地
に
 

赴
く
 

を
 

見
る
な
 

ら
ん
」
。
 

匆
々
。
 

篛
ー
 
一
言
 
J
-
 四
日
 
午
後
 

一 時
 牛
 

f
 
 

一 
 

f
 

於
吉
濱
 

人
車
 

鐵
 

道
に
 

搖
ら
れ
 

—
て
 

唯
今
 

漸
く
 

當
 

所
に
 

着
 

仕
 

候
。
 

撗
に
 

臥
し
た
 

る
が
 

如
き
 

細
長
き
 

幾
 

尸
の
 

漁
屋
、
 

打
^
す
 

る
浪
 

の
^
.
 
 

^
 

遊
の
 

儘
 

を
な
 

つ
か
し
く
 

御
座
 

候
。
 

來
路
の
 

景
物
 

中
々
 

に
 

面
白
き
 

所
 

多
く
 

候
 

得
 

共
、
 

人
車
の
 

野
蠻
 

的
に
 

し
て
 

小
規
 

校
な
る
 

に
は
^
き
 

n
 

候
。
 

小
 

田
 

原
發
車
 

早
々
 

あ
ぶ
な
く
 

一 
 

人
の
 

老
人
 

を
 

ひ
き
 

殺
す
 

所
に
 

て
 

御
座
 

候
 

ひ
き
。
 

途
次
 

平
 

川
 

を
 

渡
^
。
 

阿
 

佛：
： 

ヒ 
っ
沂
ぶ
 

フ
 

M
-
 

、
よ
 

る
丄
 

と
咏
じ
 

候
處
に
 

御
座
 

候
 

得
 

共
、
 

今
 

は
 

小
な
る
 

溝
の
 

如
く
に
 

御
座
 

候
？
 

M
 

勾
 

川
 

を
 

渡
る
 

時
 

多
く
の
 

木
材
 

を
 

流
し
つ
、
 

あ
る
 

を
兑
 

申
 

候
、
 

早
 

川
 

を
 

出
で
 

X 
暫
く
、
 

石
の
 

採
掘
 

を
 

致
 

居
 

申
 

候
、
 

所
謂
^
 

豆
の
 

板
府
川
 

石
に
 

御
座
 

攸
 

べ
し
。
 

石
梳
 

こ
て
 

や
-
ぶ
^
 

ハ
冲
 

^
な
る
 

標
石
 

を
 

見
 

申
 

候
，
 

當
 

年
の
 

勇
者
が
 

憤
死
の
 

跡
 

服
に
 

見
 

ゆ
る
 

様
に
 

御
座
^
。
 

g
 

一一 一き 口 
十
四
 
H 午

後
 
二
 時
 牛
 

穿
 

一一
^ 

1 
於
 

石
橋
 

石
橋
 

は
 

頼
 

朝
の
 

起
り
 

て
 

敗
れ
し
 

所
、
 

是
を
 

見
て
も
 

彼
の
 

最
初
の
 

事
業
が
 

割
合
に
 

小
规
梭
 

な
り
し
 

を
 

知
る
 

事
に
 

御
 

咴
攸
。
 

皮
が
；
；
；
^
 

總
追
捕
 

使
の
 

野
心
 

を
 

起
せ
し
 

は
遙
 

か
に
 

後
年
の
 

事
と
 

存
申
 

候
。
 

「
英
雄
 

起
 

所
 

山
河
 

好
」
 

と
 

は
屮
^
 

^
共
 

此
近
 

傍
の
 

地
形
 

は
^
こ
^
:
 

れ
な
 

る
 

者
に
 

御
座
 

候
。
 

然
し
 

海
上
 

遙
か
眞
 

鶴
 

崎
 

を
 

望
み
 

顧
み
て
 

東
の
 

方
 

遠
く
 

總
 

房
の
 

靑
螺
に
 

眼
を
轉
 

す
る
 

時
 

は
、
 

彼
が
^
 

舟
に
 

お
じ
、
 

^
 

镯
旅
 
短
信
 
 

, 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 

第
五
 
卷
 
 

四
 
八
 二
 

僅
 十
二
 
人
と
 
共
に
 
逃
れ
し
 
有
様
 
思
 
ひ
 浮
べ
ら
 
れ
て
 
感
慨
 
深
く
 
候
。
 
土
肥
實
 
平
の
 
戯
曲
 
的
傳
說
 
さ
へ
 
念
頭
に
 
湧
き
 
申
 候
。
 
田
家
の
 
垣
根
 

な
ど
 
冬
枯
れ
た
 
る
 枝
に
 
大
极
を
 
懸
け
て
 
乾
し
た
 
る
 
は
 
一
段
の
 
野
趣
に
 
御
座
 
候
。
 
蜜
柑
 
樹
に
 
果
の
殘
 
居
候
 
は
 綺
麗
に
 
御
座
 
候
。
 
麥
も
ニ
 

三
寸
 
靑
み
居
 
申
 候
。
 
是
 か
ら
 
徒
歩
し
て
 
熱
 海
に
 
入
る
べ
く
 
候
、
 
日
 稍
 
M 
か
た
む
き
、
 
風
 冷
 か
に
 
候
。
 
程
近
き
 
初
 島
の
 
影
 少
し
お
 
ぼ
ろ
。
 

匆
々
。
 

き
 
q
 
言
 
十
四
日
 
午
後
 
五
 時
 十
五
 
分
 前
 

第
 

M
 

信
 

於
 

熱
 

海
 

郵
便
局
 

二
 時
間
と
 
十
五
 
分
に
 
て
五
哩
 
半
の
 
道
 を
 歩
み
 
申
 候
。
 
脛
の
 
前
方
 
多
少
 
痰
 勞
し
候
 
得
 共
、
 
さ
し
た
 
る
 事
 は
 無
 之
、
 
痔
の
方
 
も
 
先
づ
大
 

丈
夫
ら
 
し
く
 
候
 間
、
 
御
 休
 神
 願
 上
 候
、
 
吉
濱
 
に
て
 
人
車
に
 
捨
て
ら
れ
、
 

(
寧
是
 
を
 捨
て
)
 
悠
々
 
然
 た
る
 
獨
旅
 
中
々
 
に
 面
白
く
、
 
景
色
よ
 

き
 所
 
こ 来

れ
ば
 
立
 止
り
 
て
 脚
下
 
千
 尺
の
 
所
よ
り
 
起
り
 
來
る
濤
 
聲
に
耳
 
を
 
傾
け
 
申
 候
。
 
途
中
 
二
度
 
萬
 歳
に
 
遇
 
ひ
、
 
(
山
里
 
は
萬
歲
 
運
し
 
梅
 

の
 花
 
Q
 句
 思
 出
さ
れ
 
候
.
 } 
門
松
 
を
 積
 上
げ
て
 
こ
れ
に
 
火
 を
點
じ
 
小
兒
等
 
其
周
圍
 
に
あ
り
 
て
 
己
 等
に
 
一
歳
 
を
齎
 
し
た
る
 
記
念
物
 
を
權
笑
 

し
つ
 

X 
眺
 む
る
 
を
屢
 

i 
見
 申
 候
。
 
伊
豆
山
に
 
增
田
 
君
の
 
去
年
 
あ
り
し
 
事
 を
 思
 
ひ
、
 
伊
豆
山
 
神
社
に
 
父
上
と
 
獵
に
來
 
り
し
 
昔
 を
 思
 
ひ
、
 

伊
豆
山
と
 
熱
 海
と
の
 
間
に
 
於
て
 
學
習
院
 
の
發
火
 
演
習
 
あ
り
し
 
時
、
 
斥
候
 
長
と
 
し
て
 
斷
崖
 
よ
り
 
落
ち
し
 
失
策
 
を
 
思
 出
し
 
申
 候
。
 
熱
 海
に
 

は
燈
 
と
も
り
 
居
 申
 候
。
 
匆
々
。
 

t
0
 

十
五
 
日 午

後
 
三
時
 
二
十
 
分
 

穿
 

五
 

信
 

於
 

海
運
 

丸
 

上
 

大
分
 
永
ら
く
 
御
無
沙
汰
 
申
 
上
 候
、
 
昨
夜
 
郵
便
局
 
を
 辭
し
野
 
村
 氏
を
訪
 
ひ
し
 
時
の
 
一
同
の
 
驚
き
 
は
 
十
分
 
御
 推
察
 
可
 被
 下
 候
。
 
直
に
 
二
 



階
に
 

招
 

ぜ
ら
れ
 

種
々
 

お
も
て
な
し
に
 

與
り
申
 

候
。
 

萬
 

千
さ
ん
、
 

驥
 

さ
ん
、
 

灣
 

さ
ん
、
 

百
 

合
さ
ん
 

3:
 

御
：
 

兀
 

お
、
 

秫
々
 

懇
^
の
 

末
^
 
 

= 
 

^
 

の
 

湯
に
 

入
り
、
 

い
つ
ぞ
や
 

池
の
 

中
に
 

陷
 

り
し
 

當
時
を
 

想
起
し
て
 

失
笑
 

禁
じ
 

難
く
、
 

お
か
 

ひ
こ
ぐ
 

る
み
に
 

て
 

就
.
 

S
 

化
^
。
 

御
 

土
^
も
 

確
 

か
に
 

差
 

上
申
 

候
、
 

し
ま
 

ち
ゃ
ん
の
 

御
 

乎
 

紙
 

も
 

亦
。
 

昨
日
の
 

紀
行
 

中
 

申
 

漏
し
た
 

る
 

所
 

を
 

可
 

補
 

申
 

候
。
 

伊
豆
山
の
 

少
し
 

手
前
に
 

て
 

三
人
の
 

少
女
が
 

蜜
柑
 

採
^
の
お
 

り
な
り
 

し
を
^
 

越
屮
^
 

り 

其
 

す
れ
ち
が
 

ひ
の
 

時
 

彼
等
が
 

申
 

候
 

言
葉
 

は
 

「
わ
た
し
 

等
其
處
 

に
な
っ
て
 

る
 

蜜
柑
 

一
 

つ
 

取
り
得
な
 

い
よ
、
 

ぉ
ッ
 

か
な
く
 

ッ
て
」
 

と
 

云
 

ふ
 

に
て
 
候
 
ひ
き
。
 

江
ノ
 

浦
の
 

少
し
 

先
き
 

に
あ
る
 

兌
 

事
な
る
 

松
樹
 

は
、
 

嘗
て
 

父
上
が
 

白
 

應
 

を
う
 

ち
 

給
 

ひ
し
に
 

て
記
惊
 

新
た
な
る
 

も
の
に
^
。
 

熱
 

海
よ
り
 

出
し
 

候
靈
 

は
が
き
 

二
 

枚
、
 

吉
濱
熱
 

海
 

問
の
 

實
况
に
 

御
座
 

候
。
 

匇
々
。
 

0
^
J
W
 

十
 

• 五日
 
午
後
 
四
時
 
十
分
 
前
 

あ
 

力
 

信
 

於
 

海
 

遝
丸
上
 

今
日
は
 

朝
早
く
 

畫
 

は
が
き
 

を
 

描
き
、
 

湯
 

に
 

入
り
 

灣
 

さ
ん
 

百
合
さ
ん
 

と
共
に
 

梅
園
に
 

至
屮
 

候
、
 

老
^
ぼ
^
よ
 

と
て
 

生
 

の
^
に
 

は
タ
者
 

き 
さう
 

で
も
 

着
 

相
な
、
 

立
派
な
 

着
物
 

被
 

下
、
 

如
何
に
 

辭
 

退
し
て
も
 

効
能
な
 

く
 

泣
き
 

度
な
 

り
 

屮
^
。
 

梅
^
に
 

て
 

鬼
ご
っ
こ
 

致
^
。
 
 

^
は
 

叫
 

分
^
 

の
 開
き
 
方
。
 

十
二
時
 

野
 

村
 

氏
 

を
辭
し
 

候
、
 

小
兒
等
 

生
の
 

去
る
 

を
 

い
や
が
り
 

こ
ま
り
 

申
 

候
。
 

實
に
 

可
愛
 

ゆ
く
，
 

お
。
 

い ま 

魚
 

見
 

崎
に
 

續
く
 

山
脈
 

を
 

登
る
 

に
氣
 

息
の
 

切
れ
る
 

事
 

夥
し
く
、
 

脈
 

捋
は
百
 

二
十
 

五
六
に
 

至
 

巾
 

候
。
 

渐
 

く
に
し
て
 

k
 

冬
^
ま
で
 

迆
り
^
 

き
 

候
、
 

濱
に
 

瀕
せ
る
 

村
落
 

な
れ
 

ど
も
 

漁
業
 

は
 

致
 

不
^
 

候
 

山
、
 

大
极
の
 

名
所
な
 

り
と
 

問
 

及
 

屮
^
。
 

玆
 

に
て
^
 

を
 

一
枚
 

致
攸
。
 

二
 

時
 

十
分
 

前
 

網
 

代
に
 

着
 

申
 

候
。
 

足
の
 

疲
勞
と
 

明
日
の
 

困
難
と
 

を
 

思
 

ひ
め
ぐ
 

ら
し
、
 

脆
く
 

も
 

船
と
 

決
心
 

致
し
て
^
^
 

丸
に
 

次
^
 

獨
旅
 
短
信
 
 

四
 

八：
；：

 



有
 

島
 

武
郎
仝
 

集
 

第
五
 
卷
 
 

g
 

八
 

g 

に
 

御
座
 

候
。
 

今
日
 

雲
な
 

き
に
 

あ
ら
 

ざ
れ
 

ど
も
 

先
づ
 

fK
 

氣
、
 

風
 

は
 

少
し
 

あ
り
^
。
 

家
の
 

軒
に
 

ア
イ
ヌ
が
 

用
 

ゐ
る
祭
 

木
 

様
の
 

も
の
 

を
 

認
め
 

申
 

候
。
 

東
海
道
に
 

跋
扈
し
 

後
 

大
和
民
族
の
 

爲
 

め
に
 

追
 

は
れ
た
 

る
 

ア
イ
ヌ
が
 

此
に
 

至
り
て
 

其
 

風
俗
 

を
邀
 

せ
る
 

に
あ
ら
ざ
る
 

か
。
 

匇
々
。
 

^
じ
 
言
 
十
五
 
日 午

後
 
八
 時
 牛
 

穿
 

七
^
 

= 
於
 

伊
東
ま
す
 

屋
 

ra
: 

時
半
 

船
よ
り
 

上
り
て
^
 

束
の
 

地
 

を
 

踏
み
 

申
 

候
、
 

此
處
は
 

地
下
 

六
尺
 

を
 

掘
 

候
 

得
 

者
何
處
 

に
も
 

温
泉
 

を
 

見
出
 

申
 

候
 

由
に
 

て
、
 

先
 

；大
 

的
 

の
溫
泉
 

地
と
 

申
す
べ
き
 

か
。
 

南
，
 

西
、
 

北
の
 

三
面
に
 

は
 

東
：
 

ま
 

山
、
 

小
川
 

山
、
 

十：
： 

城
 

山
 

等
の
 

諸
 

山
；
 

穴
 

を
 

摩
し
て
 

聳
え
、
 

東
面
 

は
 

海
に
 

濱
 

し
て
、
 

近
く
 

初
 

島
の
 

積
.
 

翠
を
 

望
み
 

得
 

可
く
^
,
 

地
勢
 

は
 

熱
 

海
の
 

如
く
 

跼
蹐
 

せ
す
 

し
て
 

餘
程
廣
 

く
 

水
 

m
 

な
ど
 

澤
山
 

見
受
け
 

申
 

候
。
 

繁
華
 

熱
 

海
に
 

は
 

及
ば
す
 

候
 

得
 

共
、
 

風
俗
の
 

痛
く
.
 

M
 

舣
 

せ
る
 

は
 

直
ち
に
 

看
取
す
 

る
 

事
 

を
 

得
 

申
 

候
、
 

所
在
に
 

淫
聲
を
 

耳
に
 

し
 

候
。
 

足
 

を
 

引
す
 

り
 

て
 

山
 

田
屋
と
 

申
す
 

に
 

至
 

候
處
、
 

物
の
 

見
事
に
 

は
ね
つ
け
ら
れ
、
 

已
 

む
な
 

く
飽
 

を
ぶ
 

ら
っ
か
せ
 

て
 

水
田
の
 

模
様
な
 

ど
 

見
、
 

は
ね
つ
け
ら
 

れ
し
 

御
蔭
に
 

て
 

地
勢
 

も
 

少
し
 

は
餘
 

計
に
 

兌
 

申
 

候
。
 

點
燈
の
 

頃
 

漸
く
 

此
 

宿
に
 

入
る
 

事
を
^
 

入
浴
し
 

夕
食
し
て
 

一
先
 

づ
 

安
心
 

仕
 

候
。
 

此
地
最
 

賑
ふ
は
 

七
 

八
月
の
 

交
の
 

由
、
 

^
水
浴
の
 

便
 

あ
れ
ば
 

に
 

候
べ
 

し
、
 

浴
客
 

は
 

書
生
 

多
き
.
 

e
 

に
 

御
座
 

候
。
 

先
便
 

賴
 

朝
の
 

事
 

申
 

上
 

置
 

候
。
 

伊
豆
 

は
 

到
底
 

賴
朝
を
 

論
す
べ
き
 

所
に
 

御
座
 

候
、
 

序
に
 

今
少
し
 

可
 

申
 

上
 

候
。
 

彼
 

力
 

伊
豆
に
 

崛
 

起
せ
し
 

節
 

は
；
 

大
下
を
 

ど
う
す
 

る
か
う
 

す
る
と
 

云
 

ふ
が
 

如
き
 

野
心
 

は
 

勿
論
 

無
 

之
，
 

庶
幾
く
 

は
關
 

東
の
 

一
地
 

方
に
 

割
據
 

し
て
 

獨
 

立
の
 

豪
傑
た
 

ら
ん
と
 

思
 

ひ
 

立
ち
 

候
 

位
の
 

も
の
と
 

存
ぜ
ら
 

れ
唉
。
 

寫
人
言
 

十
五
 
日 午

後
 
九
 時
 五
分
 

f
 

於
 

伊
東
ま
す
 

屋
 



親
の
 

S
 

中
 

に
 

f
 

ら
ん
と
 

す
 

|
重
に
御
廳
。
 

i
a
f
i
 

へ
た
り
 

と
も
 

其
 

威
 

は
尙
^
 

下
皇
駭
 

す
る
 

に
堪
 

へ
た
る
 

I
 

に
 

於
て
、
 

彼
の
 

S
 

は
 

t
f
 

誤
？
 

る
に
 

て
 

§
石
橋
 

山
^
れ
 

海
路
，
 

寶
に
 

入
る
 

や
 

地
方
 

ハ
囊
ぉ
 

く
，
 

に
し
き
^
 

ミ
 

長
者
 

を
兑
 

出
で
 

た
る
 

I
 

を
 

利
 

X
 

と
し
て
 

翕
然
と
 

し
て
 

集
り
 

来
り
し
 

は
 

f
 

寧
ろ
 

彼
に
 

取
り
て
 

ゆ
 

3-
 

と
や
げ
 

お
。
 

J
I
:
^
 

亂
 

I
 

む
 

Q
I
 

く
 

I
 

朝
 

S
 

首
^
 

淸
盛
 

i
 

前
に
 

f
 

た
る
べ
く
 

候
。
 

i
$
i
^
§
f
h
^
 

は
 

無
 

御
慶
、
 

彼
は
府
 

4
 

倉
 

あ
き
し
 

迄
 

f
 

利
^
ん
 

と
し
 

I
 

幾
多
 

s
 

囊
に
 

I
I
 

ま
 

I
 

ま
し
"
 

ま
 

尼
 

I
：
：
 

i
 

方
の
お
 

心
 

を
 

寧
ろ
 

豪
傑
の
心
を
收
 

め
 

得
た
 

l
i
 

に
 

御
廛
。
 

彼
 

は
 

此
蟹
 

お
て
 

解
 

I
 

を
 
や
"
 

i
l
 

に
 

膨
大
し
、
 

當
 

時
に
 

あ
り
て
 

は
；
 

ま
領
 

た
る
に
 

適
 

I
、
 
 

¥
§
i
§
s
i
i
§
^
h
 

第
 か
と
 
存
候
。
 
 

. 
^
ォ
も
！
、
メ
ァ
|
タ
^
 

頼
 

朝
 

は
 

沈
 

f
 

以
て
 

起
り
 

候
.
 

然
し
 

彼
 

は
 

其
 

禱
 

に
 

近
き
 

沈
 

f
 

以
て
 

囊
 

S
3
 

せ
し
め
お
 

，
は
 

I
 

を
？
 

起
 

ふ
、
 

而
し
 

て
其
亂
 

f
 

近
き
 

l
u
f
 

絡
？
 

し
め
 

M
。
 

反
對
 

s
 

性
 

す
る
：
 

^
忍
 

l
l
i
l
 

す
 

や
。
 

1
 

さも
 

あれ
 

は 
あれ
 

第
き
 

お
"
"
^
 

f
 
 

二
十
 
f
 
 

. 
： 

遮
 

莫
賴
 

朝
の
 

璧
 

i
 

史
上
の
 

大
 

豪
に
 

は
 

無
 

御
座
 

候
、
 

彼
の
 

大
 

豪
は
泰
 

時
時
 

毒
の
お
 

的
 

政
お
 

お
ぶ
 

じ
 

t
 

ヒ 

し
て
：
 

大
下
を
 

襲
せ
 

し
め
し
に
 

歸
し
可
 

中
 

候
。
 

p
i
^
i
p
s
^
i
l
i
l
f
f
^
M
 

朝
 

力
 

東
 

國
に
據
 

り
 

公
卿
 

等
の
 

專
有
 

な
り
し
 

政
權
を
 

悉
く
 

其
 

手
に
 

牧
め
^
 

を
 

ソ
ッ
ク
 

リ
北
條
 

氏
に
 

渡
せ
る
 

が
な
 

こ 
H
 

や
？
、
，
 

に
よ
た
 

め
 

て
 

人
間
ら
 

し
く
 

相
 

成
り
し
 

に
て
 

候
。
 

こ
れ
 

は
賴
 

朝
の
 

期
待
せ
 

し
 

所
に
 

て
 

は
 

勿
論
け
 

無
 

之
，
^
^
^
 

結
 

W
 

は
 

く
^
^
,
,
 

も
。
 

に
 

ま
 

i
 

獨
旅
 

短
信
 

八-も- 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

四
パ
六
 

に
 至
て
 
深
厚
な
る
 
攝
理
の
 
存
在
 
を
 認
め
 
す
ん
 
ば
 あ
ら
す
 
候
。
 

以
上
 
は
 思
 
ひ
 出
し
た
 
る
 儘
の
 
雜
記
、
 
當
る
も
 
八
卦
 
常
ら
ぬ
 
も
 
八
卦
に
 
御
座
 
候
。
 
伊
豆
に
 
来
り
て
 
最
も
 
目
に
 
立
つ
 
現
象
 
は
 其
 植
物
が
 

半
 熱
 帶
に
屬
 
す
べ
き
 
者
に
 
傾
け
る
 
事
に
 
御
座
 
候
。
 
冬
季
 
搖
 落
せ
す
 
し
て
 
其
 葉
の
 
厚
き
 
若
く
 
は
羊
齒
 
類
の
 
多
き
 
其
證
に
 
御
座
 
候
。
 
つ
い
 

斤】 く
に
 
は
 富
士
山
 
あ
り
て
 
寒
帶
の
 
植
物
 
を
 生
ぜ
し
 
め
、
 
玆
 
に
は
旣
 
に
溫
帶
 
以
上
の
 
植
物
 
を
 
生
す
 
る
 
は
 面
白
き
 
事
に
 
て
 植
物
 
學
者
は
 
富
 

土
よ
り
 
伊
豆
 
を
 經
七
島
 
を
 經
小
笠
 
原
 島
に
 
遊
ぶ
 
事
に
 
よ
り
て
 
少
 か
ら
ざ
る
 
分
類
 
學
 上
の
 
知
識
 
を
 得
 可
く
 
や
と
 
存
申
 
候
。
 

火
山
 
石
 翳
の
 
見
事
な
る
 
標
本
 
は
 網
 代
よ
り
 
船
に
 
て
 伊
東
に
 
向
 
ふ
 時
 幾
 干
 も
 来
ら
ざ
る
 
海
岸
の
 
斷
 崖
に
 
見
ら
れ
 
申
 候
、
 
凡
て
 
此
國
の
 

土
に
 
靑
き
 
あ
り
 
赤
き
 
あ
り
 
白
き
 
あ
る
 
は
 火
山
 
質
の
 
證
 
に
や
。
 
匆
々
。
 

マ 旨
 
十
六
 
日 午

後
 
十
二
時
 
半
 

象
 

十
 

信
 

於
 

平
 

岩
 

窪
 

一 
茶
屋
 

今
朝
 
洗
面
な
 
し
つ
-
あ
 
り
し
に
 
不
圖
 
湯
殿
に
 
て
 岩
 倉
 具
 明
に
 
出
 遇
 申
 候
、
 
家
從
と
 
犬
と
 
を
 御
供
に
 
逗
留
せ
 
る
 由
に
 
て
、
 
檐
 下
に
 
は
 

兎
が
 

一一； 羽
 さ
が
っ
て
 
居
 申
 候
。
 

人
 フ
ヨ
ば
 
亦
 珍
し
き
 
計
り
の
 
决
喑
と
 
相
 成
り
 
異
氣
を
 
百
倍
し
て
 
桝
屋
を
 
出
 申
 候
、
 
道
 
は
 小
川
 
澤
 山
と
 
古
城
 
山
の
 
峽
 な
る
 
柏
 峠
に
 
通
 居
 

/
 
 

しゃ
と 

く 

候
に
 
て
 羊
腸
た
 
る
 
小
逕
 
登
る
 
に
從
て
 
人
跡
 
を
絕
ち
 
遂
に
 
閑
々
 
た
る
 
太
古
の
 
境
に
 
入
 申
 候
、
 
山
 
は
 凡
て
 
赭
禿
處
 
々
松
 
横
の
 
う
づ
く
 
ま
る
 

が
 如
く
 
靑
 き
を
 
見
、
 
下
に
 
は
溪
河
 
I
s
 湲
.
^
 瀑
の
水
 
を
 集
め
て
 
海
に
 
朝
す
 
る
の
 
聲
を
 
聞
き
 
申
 候
、
 
ァ
ヲ
ヂ
 
に
や
 
候
べ
き
 
チ
と
云
 
ふ
 鋭
き
 

聲
 し
て
 
枯
 叢
の
 
間
に
 
囀
り
 
居
候
が
 
殊
に
 
山
 色
に
 
ふ
さ
 
は
し
く
 
候
。
 
汗
 を
 拭
き
く
 
 
(
野
 村
 氏
よ
り
 
惠
與
相
 
成
 候
 蜜
柑
 
途
中
に
 
て
兒
童
 

に
 遣
し
 
候
が
 
殘
 り
て
 
あ
り
し
 
二
つ
 
を
 命
と
 
あ
り
が
た
 
が
り
て
)
 
上
る
 
事
 
一
 時
間
 
峙
の
絡
 
頂
に
 
ト
ン
ネ
ル
 
あ
り
 
ト
ン
ネ
ル
 
を
 出
 づ
れ
ば
 

頹
然
 
た
る
 
白
屋
 
あ
り
。
 
玆
は
實
 
に
 伊
豆
の
 
脊
 髓
を
爲
 
せ
る
 
分
水
嶺
に
 
て
こ
れ
 
よ
り
の
 
水
 は
 凡
て
 
余
と
 
共
に
 
西
方
に
 
流
れ
 
下
る
 
に
て
 
候
 



此
邊
の
 
軒
に
 
は
 凡
て
 
「
^
w
 
節
儉
」
 
と
の
 
札
 有
 之
 候
 質
朴
 
思
 
ひ
 や
ら
れ
 
候
。
 

八
幡
に
 

て
 

富
士
の
 

頭
部
の
 

み
 

を
 

見
、
 

リ
ッ
プ
.
 

ヴ
ァ
 

ン.
 

ゥ
ヰ
ン
 

ク
ル
で
 

も
 

住
み
 

相
な
 

閑
 

な
る
 

村
を
經
 

て
此
此
 

•：
 

々
た
る
 

村
 

化
に
 

入
り
 

申
 

候
。
 

頰
赤
 

く
し
て
 

健
氣
 

な
る
 

老
婆
 

あ
り
、
 

生
の
 

爲
 

め
に
 

油
 

撝
を
燒
 

き
て
 

茶
漬
 

を
 

調
 

じ
^
 

巾
 

候
、
 

^
^
よ
り
 

玆
 

ま
で
 

五
 

時
^
 

の
 由
、
 
生
 は
 三
時
 
間
 
(
此
處
 
に
 至
る
 
迄
 半
分
 
も
不
 休
)
 
に
て
 
來
候
事
 
稍
よ
 
昨
日
の
 
弱
點
を
 
補
^
 
可
.
 E. や

。
 
匆
々
。
 

？
 
h
 

一  f
 
十
六
 
日 午

後
 
九
 時
 

f
 
 

^
 

1 
f
 

於
修
 

善
.
^
 

菊
屋
 

平
 岩
 窪
な
る
 
茶
店
の
 
老
婆
よ
り
 
親
切
に
 
道
を
敎
 
へ
ら
れ
、
 

十
 
一
 時
半
 
同
所
 
を
 發
し
狩
 
野
 川
の
 

一
 支
流
に
 
沿
う
て
、
 
共
 河
が
 
形
成
し
 

た
る
 
山
 問
 
の
 平
原
 
を
 
傳
ひ
申
 
候
、
 
河
の
 
兩
 岸
に
 
は
 茅
屋
 
衮
差
 
し
て
 
驟
 樹
 其
^
に
 
交
り
 
西
北
に
 
は
 例
の
 
赭
 禿
の
 
山
脈
 
の
^
に
 
時
々
.
：
 り  1.3 

の
 美
し
き
 
姿
 を
 眺
め
 
十
 歩
に
 
一 一

十
 歩
に
 
變
り
 
行
く
 
飽
か
ざ
る
 
眺
め
に
 
疲
勞
を
 
忘
れ
て
 
立
 野
に
 
出
で
^
 
冽
 例
な
 
き
 
 一 ̂

の
 
河
，
 V 横

り
、
 

再
 短
く
 
緩
き
 
山
道
 
を
 
上
下
 
致
 候
 得
ば
、
 
眼
下
に
 
修
善
寺
 
村
 を
 望
み
 
申
 候
。
 
抑
も
^
 
豆
阈
は
 
地
形
よ
 
く
^
 
太
 利
 牛
^
に
 
似
た
り
 
と
 巾
す
 

べ
き
 

か
、
 

山
脈
 

は
 

東
に
 

偏
し
て
、
 

國
背
を
 

走
り
、
 

東
方
 

は
 

風
光
 

優
美
な
ら
 

ざ
る
 

代
り
に
 

サ
ブ
 

ラ
イ
ム
に
、
 

西
方
 

は
 

サ
ブ
 

ラ
イ
ム
な
ら
 

ざ
る
 
代
り
に
 
優
美
な
 
り
。
 

一
概
に
 
は
 申
し
が
 
た
く
 
候
 得
 共
 人
の
 
容
貌
 
東
の
 
方
 都
び
 
て
 美
し
く
 
候
 北
 

は
 忍
 
ひ
 お
ら
す
^
。
 
 
^
方
よ
 

り
 
西
方
に
 
移
れ
ば
 
北
海
道
よ
り
 
內
 
地
に
 
移
り
し
 
様
に
 
御
座
 
候
。
 

宿
に
 
着
き
 
候
て
 
直
ち
に
 
修
禪
 
寺
と
 
頼
 家
の
 
墓
と
 
を
 訪
ひ
申
 
候
。
 
前
者
 
は
 弘
法
 
大
師
の
 
開
^
 
の
 出
、
 
彼
の
 

H ネ
ル
 
ギ
 
ー 
に
 は
い
つ
 
も
 

な
が
ら
 

驚
か
れ
 

候
 

次
第
、
 

賴
 

家
の
 

墓
 

は
元
祿
 

年
中
に
 

®
l
 

て
ら
れ
た
 

る
 

者
に
 

し
て
、
 

こ
れ
に
よ
り
 

て
^
^
 

を
^
 

像
 

せ
ん
こ
と
 

は
 

出
來
不
 

申
 候
。
 
鎌
 ま
の
 
壽
ー
 I
 寺
に
 
も
 尼
 御
前
の
 
墓
と
 
共
に
 
頼
 家
の
 
が
 有
 之
 候
 様
 心
覺
致
 
居
候
が
 
何
れ
が
 
33 に

や
。
 

に
お
 巾
^
 
S
 ば
^
 
地
 氏
 

の
 家
族
 
散
歩
よ
り
 
歸
り
來
 
ら
れ
候
 
皆
々
 
元
氣
に
 
候
。
 
再
び
 
信
麼
 
氏
と
 
範
赖
の
 
墓
を
訪
 
ひ
巾
攸
 
こ
れ
 
は
亦
见
 
る
に
^
り
 
に
 憐
れ
に
 
御
座
 

>
3
 
 

A3<  /
J
 
 

r  ノ 



有
 

鳥
武
郞
 

仝
蕖
笋
 

五
卷
 
 

g:
 

ベ
べ
 

候
。
 

尙
申
上
 

度
 

事
 

は
 

山
々
 

御
座
 

候
 

得
 

共
 

端
 

書
な
 

く
 

相
 

成
 

申
 

候
 

間
 

筆
 

を
 

止
め
 

候
。
 

前
便
 

申
 

上
 

候
 

ア
イ
ヌ
の
 

遣
 

物
な
 

ら
ん
と
の
 

祭
具
 

は
 

鹿
 

兒
島
 

に
も
 

有
 

之
ケ
ズ
 

リ
カ
 

ケ
と
申
 

候
 

.5
 

渴
地
氏
 

申
さ
れ
 

候
。
 

匆
 

々
o
 

U
 
言
 
t
 ん
 日
夜
 

g
f
 

於
 

麻
布
 

兵
詧
 

か
く
て
 

十
七
 

日
に
 

は
 

韮
 

山
に
 

父
上
が
 

舊
師
 

な
.
 

リ
し
 

江
川
 

氏
の
 

跡
 

を
 

弔
 

ひ
、
 

六
 

百
年
 

来
の
 

建
築
、
 

日
本
に
 

始
め
て
 

造
ら
れ
し
^
 

射
攄
 

を
 

見
て
 

後
 

歸
途
に
 

就
か
ん
 

と
、
 

夢
 

さ
へ
 

樂
 

し
く
 

寢
に
 

就
き
 

巾
 

候
 

處
、
 

夜
 

一
時
 

軍
隊
よ
り
 

歸
れ
 

と
の
 

電
報
に
 

接
し
、
 

眼
 

を
 

ま
 

は
さ
ぬ
 

計
 

り
に
 

舞
 

も
ど
り
 

申
 

候
、
 

か
く
て
 

再
び
 

兵
隊
と
 

相
 

成
 

候
。
 

匇
々
。
 

(
明
治
 

-::
 

十
六
 

年
 

五
月
 

二
十
 

七
 

B
 

淨
寫
〕
 



J
T
,
i
^
#
 

力
お
 

》
3
 

る
 

5
 ̂訓
 

(
ぶ
定
 

稿
し
 

>
 
 

第
 

一
 

章
 

藝
術
 

は
敎
訓
 

を
與
へ
 

得
る
 

や
 

第
一
 

節
 

花
 

自
然
 

科
學
 

者
 

は、
. 

其
 

Q
S
 

な
ね
 

研
究
 

q
 

驚
 

を
 

8
 

し
て
 

謂
 

ふ
、
 

進
化
 

も
、
 

I
^
^
L
 

0
 

優
位
 

を
 

占
む
 

る
 

を
 

霊
す
 

る
 

能
 

は
す
。
 

女
性
 

は
 

裊
の
覽
 

f
 

き
、
 

息
 

は
 

"
さ
^
す
る
 

に
、
 

^
 

高
級
の
 

謹
と
 

機
 

態
き
 

以
て
せ
り
。
 

此
の
 

不
均
衡
 

S
 

性
が
 

女
性
に
 

對
 

す
る
 

反
逆
お
 

動
の
 

I
 

と
な
れ
 

り
。
 

も
 

の
 

懐
に
 

あ
り
て
 

甘
^
 

- 貪
り
で
 

あ
る
 

間
に
、
 

男
性
 

は
 

木
 

を
 

伐
り
 

土
 

を
 

穿
ち
、
 

f
 

狩
り
 

t
 

ず
、
 

^
^
t
l
<
u
,
 

雪
^
よ
り
 

て
 

毛
を
澤
 

か
に
し
、
 

遂
に
 

女
性
 

を
强
 

ひ
て
、
 

其
の
 

伴
侶
 

其
の
 

儕
^
た
ら
 

し
め
た
り
 

と
。
 

實
 

に
先
づ
 

智
慧
 

を
 

求
め
し
 

は
 

イ
ヴ
な
 

り
き
、
 

腕
と
 

額
と
 

に
：
 

汁
せ
 

し
 

は
 

ア
ダ
ム
な
 

り
き
。
 

而
 

し
て
 

見
よ
、
 

今
 

も
 

ア
ダ
ム
の
 

末
裔
 

野
に
 

立
て
り
。
 

彼
等
 

は
 

彼
 

を
 

農
夫
と
 

呼
ぶ
。
 

地
の
 

h
 

に
 

活
け
る
 

も
の
、
"
 

1
 

こ
ビ
 

C 

最
初
の
 

反
逆
 

を
 

企
て
、
 

今
 

も
 

抗
爭
苦
 

鬪
を
續
 

け
つ
 

& 
あ
る
 

も
の
 

は
 

彼
な
 
り
。
 
 

t
 
 

- 

假
 

り
の
 

一
 

株
の
 

林
檎
 

樹
を
 

取
り
て
、
 

農
夫
が
 

こ
れ
に
 

加
 

ふ
る
 

残
虐
 

を
 

兌
よ
。
 

g
 

其
の
 

淺
綠
の
 

遺
に
 

坐
し
、
 

新
し
き
 

f
 

地
に
 

創
り
.
 

淡
 

紅
 

f
 

る
が
 

如
き
 

I
 

を
 

ぐ
 

ま
.
 

f
 

き
お
 

來
リ
 

北
^
 
文
 學
が
與
 
ふ
る
^
^
 
 

, 
,
 
 
—
 
 

； 
1 

2：
 

八
 

九
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
^
五
 
卷
 
 

四
 九
—
 

お
さ
み
 

て
樹
 下
に
 立つ。 其

の
 右
手
に
 は 剪
刀
 を 有
て
 り

。

 

 
，s 

破
 蕾
の
 
時
に
 
至
き
、
 

彼
 f
 
遠
き
 
を
望
 
み
て
、
 
雲
に
 
風
の
 
色
 あ
る
 
を
 妬
み
、
 
花
 開
け
ば
、
 
窗
 
雨
の
 
I
 
る
を
惡
 
む
。
 
こ
れ
 
花
 

を
 置
が
 
故
に
 
は
 
あ
ら
す
、
 
養
 
息
へ
ば
 
な
り
。
 
養
 
I
 
ん
が
爲
 
め
に
 
は
、
 
囊
 
あ
る
 
蝶
、
 
刺
 針
 あ
る
 
蜂
 皆
 彼
の
 
友
ず
。
 

彼
 

は
 I
I
 

ふ
が
 
爲
 め
の
 
故
に
、
 
花
瓣
の
 
紅
な
 
g
f
e
 
め
す
。
 
し
か
も
 
一
た
 
び
 其
の
 
花
餘
 
り
に
 
大
 
に
し
て
 
餘
 り
に
 
美
な
 
ら
ん
 
力
 

彼
 

そ
こ
 
 

， 

が
 殘
虐
.
 ̂
る
 
手
に
 
怠
慢
 
は
 あ
ら
ざ
る
 
な
り
。
 
果
實
の
 
値
 を
 害
へ
ば
 
る
り
 
 

t
 

I
 
花
 f
 
散
じ
 
て
 枝
|
 
¥
 

る
 頃
と
 
な
れ
ば
、
 
彼
 は
 再
び
 
奢
 
仰
が
す
、
 
，
誓
す
、
 
蠻
 
落
花
 
を
 
踏
み
て
、
 
麥
の
 
延
び
 

た
る
に
 
埒
ふ
 
ベ
く
、
 
隴
 畝
の
 
彼
方
に
 
去
り
 
行
く
な
 
り
。
 

林
檎
 
I
Q
 
稍
 杏
の
 
程
な
る
 
頃
よ
り
、
 
彼
 I
s
 

と
 
雨
と
 
に
心
忙
 
は
し
か
る
べ
し
。
 

暇
 i
 
毎
に
 
1
1
 

り
 
立
ち
、
 
葉
 裏
よ
 

り
 
透
し
 
視
て
 
打
ち
 
笑
む
 
は
、
 
S
 
曰
に
 
き
び
く
 

と
 
S
 け
る
 
養
の
 
多
け
れ
ば
 
な
り
。
 
S
 
商
.
 I
I
 
が
れ
し
 
黑
兒
 
の
、
 
恙
な
く
 

*<
な 
ざ
し
 
 

•
 
 

o 
艮
す
る
 

を
樂
み
 

a
 

る
 

目
指
の
 

鋭
き
 

に
^
た
ら
 

す
 
や
 
 

： 
き
 

梨
の
 
瓣
 
に
あ
ら
 
す
、
 
s
f
l
 

琶
 
f
 
あ
ら
，
 
§
a
f
,
 
 
i
 
地
 汁
 t
 
ひ
 始
め
た
 
る
 を
 逸
 

早
く
 
感
 す
る
 
者
 は
 彼
女
、
 
傷
 疵
を
 
癒
す
 
ベ
く
 
I
 

の
 流
れ
出
 
づ
 
る
 を
認
 
む
る
 
者
 は
 彼
女
、
 
東
 山
の
 
晴
 霧
く
 
濃
く
 
し
て
、
 
籠
の
 
薄
 

れ
 行
.
：
 を
 樂
む
者
 
は
 彼
女
、
 

三
 宿
の
 
夜
毎
に
 
北
に
 
か
た
ぶ
き
て
、
 
遂
に
 
現
 は
れ
^
 
i
 
喜
 ひ
ぶ
 ̂は
 
彼
女
、
 k
 
ま
ん
と
 
す
る
 
春
の
 
唇
 

に
 杠
を
點
 
す
る
 
者
 は
 彼
女
、
 
笑
 
ひ
し
 
春
の
 
皎
齒
 
と
な
る
 
も
の
 
は
 彼
女
、
 
鍵
な
 
り
、
 
胞
 な
り
 

前
額
な
 
り
 

，
g
 
な
り
 

さ
れ
 
ど
こ
れ
 
1
 

と
 
何
の
 
係
 は
り
あ
ら
ん
 
や
。
 
再
び
 
我
 を
し
て
 
云
 は
し
め
 
よ
、
 
農
夫
の
 
求
む
 
る
 者
 は
果
實
 
な
り
。
 

原
 
は
 f
 
 、 

山
 紅
ら
 
み
、
 
物
の
 
雲
と
 
な
る
 
時
、
 
果
 園
の
 
隅
に
 
山
の
 
如
く
 
積
み
 
集
め
ら
 
f
 

は
、
 
0
m
 

一
部
 
は
 1
 
出
で
、
 
二
部
 
は
 窖
室
 
に
 入
り
、
 

一
部
 
は
ぢ
檎
 ¥
 
と
な
り
、
 
最
後
の
 
一
部
 
は
 羊
 あ
の
 
鳥
と
 
こ
れ
 
を
 喰
 
ふ
。
 
農
夫
 
は
暫
 

自
然
と
の
 
苦
鬪
を
 
休
め
、
 
擎
と
寶
 

の
 紅
き
 
に
 親
む
。
 
か
く
て
 
彼
の
 
夢
に
 
入
る
 
は
、
 
夢
に
 
ふ
さ
 
は
し
き
 
林
檎
の
 
花
に
 
あ
ら
す
 

嬰
 

nvc 

く 



兒
の
頰
 
の
 如
き
 
其
の
 
實
 な
り
。
 

比
の
 
如
く
し
て
 
蕾
に
 
よ
り
て
 
始
ま
り
た
 
る
 
一
 期
の
 
歷
史
は
 
終
る
。
 

歷
史
の
 

一 期
 も
 
此
の
 
如
く
し
て
 
終
る
な
 
り
。
 

第
二
 

節
 
藝
術
 
は
敎
訓
 
を
與
へ
 
得
る
 
や
 

華
 を
 瓶
 じ
て
 
微
笑
せ
 
し
 
人
猶
ほ
 
あ
り
、
 
迦
 葉
と
 
農
夫
と
 
は
 遂
に
 
问
 情
の
 
人
た
 
る
 を
^
ざ
る
 
か
。
 
か
の
 
人
^
に
 
s
^
s
-
 
な
り
し
 
巾
 

歐
の
 
詩
人
 
を
し
て
、
 
藝
術
は
 
遊
戯
の
 
み
と
 
云
 は
し
め
 
た
る
 
哲
舉
 
は
、
 

ー
點
 
批
判
の
 
餘
地
 
な
き
お
 
仝
の
^
 
现
 な
り
 
や
。
 

ト
ル
ス
ト
イ
の
 
所
謂
 
懶
惰
 
な
る
 
少
數
 
者
の
 
友
な
る
 
藝
術
家
 
は
 卽
ち
颦
 
^
し
て
 
曰
 
は
ん
、
 
此
の
 
如
く
 
論
ぜ
ん
 
と
す
る
 
は
、
 

こ 
ォ
-
般
 

倫
理
 
舉
派
者
 
流
が
 
据
ゑ
 
た
る
 
窠
臼
を
 
襲
 
ふ
に
 
過
ぎ
す
。
 
藝
術
 
屈
辱
の
 
時
代
 
や
 
久
し
 
か
り
き
 
。
始
 む
る
 
に
^
 
敎
の
奴
 
M
 た
る
 
を
 
以
て
 
t 

倫
理
 
道
德
 
主
義
の
 
偏
狭
な
る
 
覊
粋
を
 
被
り
、
 
哲
學
的
 
形
式
の
 
冷
 刻
な
る
 
縲
 繩
に
馏
 
み
、
 
遂
に
 
は
藝
術
 
n
 
ら
が
^
^
し
た
 
ろ
お
 
命
び
 
お
 

矩
に
 
苦
み
、
 
今
に
^
び
 
て
 尙
ほ
殘
 
孽
の
拔
 
き
 難
き
 
も
の
 
あ
る
 
は
何
ぞ
 
や
。
 
何
ぞ
 
や
、
 
口
ぐ
、
 
獨
ル
 
n
 
立
の
 
ひ、 や

？
 

い- j 
る
 

の
 結
 *
 
の
み
。
 
偏
頗
な
る
 
同
情
 
を
 我
に
 
强
 
ひ
て
、
 
普
遍
の
 
服
 を
ふ
さ
ぎ
、
 
徹
底
の
 
肘
 を
^
し
、
 
想
像
の
^
 
を
 投
め
 

^
成
，
 レ 

ゾプ， 
i- 

き
、
 
尙
 且
つ
 
其
の
 
制
作
の
 
完
全
 
を
 
望
ま
ん
 
と
す
る
 
に
 到
っ
て
 
は
、
.
 0
 ら
云
ふ
 
所
 を
 
知
ら
ざ
る
 
の
お
 
も
 
亦
た
、
 
な
り
と
.
.
 
ム
 は
ャ
」
 
る
 吋
ら
 
す
 

テ
ム
 
ペ
ス
ト
の
 
主
人
公
 
を
し
て
 
萬
 能
祌
祕
 
の
靈
害
 
を
 海
中
に
 
投
ぜ
 
し
む
る
 
を
 致
せ
し
、
 

シ
ヱ
 
タ
ス
 
ビ
ヤ
 
晚
 年
の
^
,
 
f
 は
 

リ
"
 
ナ* 

口 

1 
ラ
を
 
火
に
 
投
ぜ
し
 
時
勢
に
 
勝
り
て
 
呪
 は
る
べ
き
 
な
り
。
 
人
 
は
 藝
術
を
 
求
む
 
る
 
所
以
の
 
も
の
 
を
 
知
ら
す
。
 
^
仰
 
を
 ね
ん
と
.
 ̂
る
 
も
の
 

は
敎
 
壇
に
 
到
れ
、
 
智
慧
 
を
 得
ん
 
と
す
る
 
者
 は
 科
擧
に
 
到
れ
、
 
美
に
 
醉
 は
ん
と
す
 
る
お
 
は
 n
 
然
に
 
到
れ
、
 
獨
り
 
唯
お
 
5
 を
^
 
は
ん
 

ふ- f
 

い
や
 
 

、 
3 

る
 も
の
 
藝
 術
の
 
壇
 前
に
 
立
て
、
 
他
の
 

一
 切
の
 
渴
望
は
 
我
が
 
醫
し
 
得
る
 
所
に
 
あ
ら
す
 
と
。
 

實
に
花
 
は
 f
K
 
の
 は
め
に
 
開
 
I
 す
、
 
蜂
 蝶
の
 
爲
 め
に
 
開
か
す
、
 
將
た
栗
 
實
の
爲
 
め
に
 
も
 

か
す
、
 
花
 は
 n
 
か
ざ
ろ
 
け
ら
ざ
る
 
力
.
^
 

北
歐
文
 
ま
が
 
與
 
ふ
る
 
欽
訓
 
 

W
 
プ 



有
 

鳥
 

武
郞
仝
 

集
^
 
五
卷
 
 

£
 

九
 

一一
 

に
 

開
き
、
 

花
 

自
ら
の
 

爲
 

め
に
 

開
く
な
る
 

可
し
。
 

花
と
 

な
ら
 

す
ん
 

ば
 

花
の
 

心
 

を
 

知
る
 

事
 

能
 

は
す
、
 

其
の
 

樂
 

し
み
と
 

悲
し
み
と
 

は
 

花
 

自
ら
 

だ
に
 

知
ら
ざ
る
 

計
り
，
 

幽
か
に
 

し
て
 

推
し
 

難
き
 

も
の
な
る
 

可
し
。
 

さ
る
 

を
、
 

玆
に
 

農
夫
 

あ
り
。
 

林
檎
の
 

花
 

を
 

指
し
，
 

比
の
 

花
 

わ
が
 

&t
 

め
に
 

開
き
、
 

わ
が
 

爲
 

め
に
 

香
 

ひ
、
 

わ
が
 

爲
 

め
に
 

散
る
、
 

而
 

し
て
 

わ
が
 

爲
め
 

に
の
 

み
な
り
と
 

云
 

は
 

r
、
 

こ
れ
 

を
瀆
 

聖
の
惡
 

語
と
 

な
す
に
 

於
て
，
 

我
 

亦
 

か
の
 

一
派
の
 

藝
術
 

家
に
 

後
る
 

&
者
 

に
あ
ら
 

す
。
 

我
 

は
わ
が
 

自
由
と
 

獨
 

立
と
 

を
渴
望
 

す
る
 

故
に
、
 

他
の
 

自
由
と
 

獨
立
 

と
に
 

絕
對
の
 

尊
敬
 

を
捧
 

ぐ
。
 

其
の
 

形
而
の
 

上
下
 

を
 

問
 

ふ
べ
き
 

に
あ
ら
ざ
る
 

な
り
。
 

我
は
藝
 

術
の
 

獨
立
を
 

主
張
す
、
 

藝
術
獨
 

立
の
 

可
能
性
 

を
 

信
す
。
 

獨
 

立
せ
 

る
藝
術
 

の
み
が
、
 

始
め
て
 

人
生
に
 

貢
獻
し
 

得
べ
き
 

を
も
^
 

す
。
 

約
 

首
 

す
れ
ば
、
 

我
 

は
藝
術
 

卽
藝
術
 

主
義
の
 

全
 

體
を
信
 

さ
れ
 

ど
、
 

わ
が
 

彼
の
 

一
派
の
 

藝
術
 

家
に
 

問
 

は
ん
と
す
 

る
 

は
 

此
の
 

點
 

に
あ
ら
 

す
。
 

藝
術
 

は
、
 

獨
 

立
せ
 

る
藝
術
 

は
、
 

果
し
て
 

敎
訓
 

を
與
 

へ 得ざる や、 これな り。 

林
檎
の
 

花
の
 

開
 

落
す
 

る
 

や
 

—
 

花
の
 

見
地
に
 

立
た
 

ば
 

—
—
 

花
 

自
身
の
 

爲
 

め
に
 

外
な
ら
 

ざ
る
 

可
し
。
 

さ
れ
 

ど
、
 

彼
女
 

は
 

徹
頭
徹
尾
 

自
 

然
の
 

感
化
の
 

下
に
 

あ
り
、
 

又
 

彼
女
 

は
 

徹
頭
徹
尾
 

自
然
の
 

感
化
の
 

下
に
 

あ
る
 

事
 

を
 

忘
れ
ざ
る
 

な
り
。
 

農
夫
 

一
び
 

其
の
 

束
縛
 

を
忽
 

諸
に
せ
 

ん
か
、
 

彼
女
 

は
 

猛
然
と
 

し
て
 

昔
 

あ
り
し
 

自
然
の
 

姿
に
 

歸
り
、
 

其
の
 

魔
む
 

所
の
 

眾
實
肉
 

部
 

を
 

減
少
し
、
 

核
子
 

は
 

生
產
カ
 

を
增
大
 

す
べ
し
。
 

春
の
 

光
に
 

よ
る
に
 

あ
ら
 

ざ
れ
ば
 

彼
女
の
 

紅
瓣
は
 

綻
び
す
、
 

春
の
 

風
に
 

よ
る
に
 

あ
ら
 

ざ
れ
ば
 

彼
女
の
 

黄
粉
 

は
 

飛
ば
す
、
 

夏
の
 

氣
 

に
よ
り
 

て
の
 

み
 

彼
女
の
 

雄
蘂
 

は
 

謝
し
、
 

秋
の
 

曰
に
 

よ
り
て
の
 

み
 

彼
女
の
 

子
實
は
 

熟
す
。
 

林
檎
の
 

花
の
 

開
 

落
す
 

る
 

ゃ
洵
に
 

此
の
 

如
し
。
 

彼
女
 

を
 

絕
對
 

的
に
 

左
右
し
 

得
る
 

も
の
、
 

自
然
 

を
 

除
き
て
 

他
に
 

あ
る
 

事
な
 

し
、
 

一 
つ
 

だ
に
 

あ
る
 

事
な
 

し
。
 

大
な
 

る
か
な
、
 

其
の
 

不
覊
 

獨
往
の
 

姿
。
 

嬰
 

兒
の
頰
 

の
 

如
き
 

林
檎
に
 

心
 

奪
 

は
れ
た
 

る
 

農
夫
 

も
、
 

此
の
 

一
大
事
 

を
 

看
過
し
 

去
る
 

事
 

能
 

は
ざ
る
 

な
り
。
 

林
檎
の
 

花
の
 

開
く
 

時
、
 

彼
 

は
 

嘗
て
 

世
に
 

活
 

き
た
る
 

凡
て
の
 

懷
疑
 

者
の
 

頭
腦
を
 

以
て
す
る
 

と
も
、
 

舂
の
來
 

れ
る
を
 

担
み
 

能
 

は
ざ
る
 

な
り
。
 

花
 

は
 

雜
た
ネ
 

農
夫
に
 

冬
 

の
 逝
け
 
る
を
敎
 
ふ
。
 



敎
訓
 

を
與
へ
 

得
ざ
る
 

藝
術
家
 

を
し
て
、
 

再
び
 

藝
術
 

卽
藝
術
 

生
義
の
 

神
聖
 

を
 

高
 

叫
す
 

る
の
 

驕
^
 

を
^
て
 

せ
し
 

む
る
^
^
-
 

れ
。
 

寧
ろ
 

彼
 

等
 

を
し
て
 

退
い
て
 

花
に
 

至
り
，
 

花
が
 

自
然
の
 

要
求
に
 

對
 

す
る
 

態
度
の
 

如
何
に
 

庹
 

率
な
る
 

か
を
^
:
^
:
 

思
せ
 

し
め
よ
。
 

c
 

然
と
 

人
ル
と
 

に
忠
實
 
な
る
 
藝
術
 
に
し
て
、
 
人
生
に
 
貢
獻
し
 
得
る
 
所
 唯
 快
感
の
 
み
と
：
 
ぶ
 は
ん
 
は
、
 

c: 然
と
 
人
生
と
 
に
 不
忠
 
赏
 な
る
^
 
術
に
 
し
て
、
 
人
 

生
に
 

貢
獻
し
 

得
る
 

所
 

唯
敎
訓
 

の
み
と
 

云
 

は
ん
の
 

矛
盾
に
 

勝
れ
る
 

矛
 

15
 

な
り
。
 

希
臘
 

が
波
斯
 

の！
.：
 

迫
 

を
 

受
け
て
！
：
.
.
 

亡
の
 

危
機
 

を
 

經
 

た
り
し
 
時
、
 
愛
國
の
 
志
士
が
 
暇
な
 
き
 
干
戈
の
 
隙
に
、
 
眼
 を
^
せ
 
し
も
の
 
は
 
ホ
，
'
 
マ 

ー 
な
り
き
。
 

羅
^
.
 K
 帝
！
：
，
：
：
^
 
威
が
、
 

默.： 小
の
 
如
 

く
^
 
太
 利
の
 
靑
 年
に
 
臨
み
し
 
時
、
 
彼
等
が
 
劍
に
 
先
ち
 
て
塵
拂
 
ひ
し
 
は
 ダ
ン
テ
な
 
り
き
。
 

コ
ッ
 

ス 
ー 
ト
を
ホ
 
§
 
に
勵
 
ま
せ
し
 
は
シ
 

h 
ク
 

ス 
ピ
ャ
な
 
り
き
。
 
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
 
を
 
煩
悶
よ
り
 
救
 
ひ
し
 
は
ゲ
 

ー 
テ
 な
り
き
。
 

I
：
 く
汝
の
 
椎
现
を
 
％
 
て
よ
。
 
^
寶
 
は
^
^
な
り
、
 

乃
む
 

可
 け
ん
や
。
 藝
 術
の
 
獨
立
を
 
主
張
す
、
 
s
:
 だ
 可
な
 
り
。
 
し
か
も
 
彼
の
 
こ
れ
 
を
 
主
張
す
 
る
藝
 
術
^
に
、
 
果
し
て
 
敢
然
と
 
し
て
^
^
と
 
扣
^
し
て
^
 
ぎ
 

が
ざ
る
 
邁
往
の
 
態
度
 
あ
り
 
や
。
 
彼
等
 
は
圃
 
家
の
 
權
 成
の
 
前
に
 
道
 を
 
避
け
 
ざ
り
 
し
ゃ
、
 
彼
等
 
は
 偶
像
の
 
下
に
 
腰
 を
 折
ら
 
ざ
り
 
し
ゃ
、
 

，：= 

家
の
 
弱
 點
に
衣
 
着
せ
 
ざ
り
 
し
ゃ
、
 
思
潮
 
囘
旋
 
の
先
驅
 
と
な
り
し
 
や
。
 
彼
等
の
，
 m
 は
 
彼
等
が
 
眞
に
 
感
^
せ
 
し
 所
の
 
も
の
 
を
^
せ
 
て
^
り
 

し
ゃ
。
 
彼
等
の
 
低
き
 
讀
^
 
に
 兌
 ゆ
る
 
前
、
 
彼
等
の
 
熱
淚
 
に
よ
り
て
 
湯
 
ひ
し
ゃ
。
 

我
 は
 
日
本
 
現
 時
の
 
藝
術
 
家
が
 
首
尾
 
相
 率
ゐ
て
 
此
の
 
如
し
と
 
云
 
ふ
の
 
匆
卒
 
な
る
 
を
^
す
 
る
に
 
努
め
ん
。
 
さ
れ
 
ど
^
ふ
、
 
公
衆
が
^
 
術
 

な
る
 
も
の
 
を
解
釋
 
す
る
 
態
度
に
 
見
よ
。
 
懶
惰
 
無
頼
な
る
 
若
干
 
靑
ハ
キ
 
M
 女
 を
 
除
き
、
 
藝
 術
の
 
祌
 ̂
を
 
狂
 呼
す
 
る
樂
：
 人
な
る
^
 
術
^
に
 
斗
 

を
 
假
す
 
も
の
^
し
て
 
幾
人
 
か
 あ
り
 
や
。
 
彼
等
 
は
 1$ び

 狂
 呼
し
て
、
 

こ
れ
 
藝
術
 
の
^
-
に
あ
ら
 
す
、
 
公
衆
が
 
一
 n し
て
^
せ
 
る
 
c:=% な

り
と
 

云
 は
ん
。
 
或
は
 
然
 ら
ん
、
 
或
は
 
然
ら
 
ざ
ら
ん
。
 
さ
れ
 
ど
、
 
我
 は
 我
が
 
藝
術
 
家
が
^
 
し
て
 
公
衆
に
.
：
 1： つ

て
 
此
の
お
 
を
 は
し
^
る
 
の
^
 
力
 

あ
り
 
や
 否
 
や
 を
 
疑
 ふ
を
禁
 
す
る
 
能
 は
ざ
る
 
者
な
 
り
。
 
善
き
 
藝
 術
と
 
は
、
 
公
衆
が
 
有
せ
ざ
る
 
超
 n
 
然
的
 
感
^
 
を
^
 
现
 r
 
ろ
^
た
 
稱
厂
 
る
 

に
 は
 あ
ら
す
 
し
て
、
 
彼
等
が
 
幾
度
 
か
 感
受
し
て
 
親
炙
せ
 
る
 事
 深
き
 
に
も
 
係
 は
ら
す
、
 
^
て
 
：1 常

な
る
 
形
式
に
 
お
 
人
 し
れ
 
ざ
り
 
し
^
^
 

北
^
 
ハ义 ゆ

が
 
與
 
ふ
る
 
纹
訓
 
 

叫
 九：： 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
笫
五
卷
 
 

四
 九
 四
 

を
、
 
明
確
に
 
表
現
す
 
る
 者
を
稱
 
す
る
な
 
り
と
 
は
、
 
ト
ル
ス
ト
イ
が
 
藝
 術
の
 
眞
價
を
 
論
じ
た
 
る
 結
語
な
 
り
。
 
換
言
す
れ
ば
、
 
藝
術
 
は
】
 

個
の
 
忠
實
 
な
る
 
鑌
 夫
の
 
如
し
。
 
黄
金
 
白
銀
 
共
に
 
地
下
 
喑
黑
裡
 
に
あ
り
 
て
 呻
吟
す
。
 
金
 は
 金
 自
ら
 
を
 
知
ら
ん
 
と
し
、
 
銀
 は
 銀
 自
ら
 
を
 知
 

ら
ん
と
 
す
れ
ば
 
な
り
。
 
鑌
夫
 
卽
ち
勞
 
役
し
て
 
こ
れ
 
を
 
地
 外
に
 
致
す
。
 
金
 は
 始
め
て
 
金
の
 
語
 を
 語
り
、
 
銀
 は
 始
め
て
 
銀
の
 
歌
を
謠
 
ふ
。
 

金
と
 
銀
と
 
此
の
 
鑌
 夫
に
 
對
 し
て
 
無
 感
無
識
 
な
る
 
事
 を
 得
ん
 
や
。
 
眞
 正
な
る
 
藝
 術
の
 
特
質
 
此
の
 
如
く
に
 
し
て
、
 
公
衆
よ
り
 
攻
擊
 
を
も
感
 

謝
 を
 
も
 
喚
起
し
 
得
す
と
 
云
 
ふ
 を
 得
る
 
か
。
 
藝
術
 
家
が
 
瞹
昧
 
な
る
 
自
家
 
庇
護
の
 
臆
說
 
に
隱
れ
 
て
、
 
其
の
 
責
を
 
免
れ
ん
 
と
す
る
 
の
 陋
を
休
 

め
ざ
れ
ば
、
 
斯
の
 
事
の
 
未
來
ゃ
 
知
る
べ
き
 
の
み
。
 

こ
れ
 
を
 成
す
 
の
 道
 如
何
。
 

一 事
 あ
り
。
 
若
し
 
こ
れ
 
を
缺
 
か
ば
、
 
凡
て
の
 
他
の
 

一
 切
 も
 
遂
に
 
半
 個
の
 
藝
術
家
 
を
 
造
る
 
事
 能
 は
ざ
る
 
可
 

し
。
 
一
事
と
 
は
何
ぞ
 
や
、
 
銳
敏
電
 
火
の
 
如
き
 
感
觸
の
 
力
 
こ
れ
な
 
り
。
 
我
 は
 某
 博
士
の
 
如
く
、
 

五
 外
 國
語
を
 
究
め
 
ざ
れ
ば
 
藝
術
 
家
た
 
る
 

能
 は
す
と
 
云
 ふ
 事
 能
 は
す
。
 

バ
 
ン ヤ

ン
と
 
バ
 
ー 
ン
ズ
と
 
ホ
ヰ
ッ
 

ト 
マ
ン
と
 
を
讀
 
め
る
 
者
 は
、
 
直
ち
に
 
此
の
 
說
の
 
方
便
 
的
な
る
 
を
 知
れ
 

ば
な
 
り
。
 
我
 は
 亦
 某
々
 
の
 如
く
、
 
深
く
 
國
民
侗
 
性
に
 
薰
染
 
す
る
 
に
あ
ら
 
ざ
れ
ば
 
藝
術
 
家
た
 
る
 能
 は
す
と
 
云
 ふ
 事
 能
 は
す
。
 
よ
り
 
犬
な
 

る
藝
 
術
の
よ
り
 
世
界
的
た
 
る
 事
實
を
 
知
る
 
も
の
 
は
、
 
直
ち
に
 
其
の
 
說
の
 
矛
盾
 
を
 認
め
 
得
れ
ば
 
な
り
。
 
而
 し
て
 
唯
一
 
事
藝
術
 
家
に
 
缺
く
 

可
か
ら
 
ざ
る
 
者
は
大
 
な
る
 
感
觸
の
 
力
な
り
。
 
少
く
 
と
も
 
彼
の
 
心
臓
 
は
、
 
人
生
 
其
の
 
者
の
 
脈
と
 
等
し
く
 
相
搏
 
た
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 
彼
の
 
頭
 

腦
は
 
世
界
に
 
於
け
 
る
 最
大
 
最
新
の
 
頭
 腦
が
考
 
ふ
る
と
 
同
じ
き
 
態
度
 
も
て
 
考
 
へ
ざ
る
 
可
か
ら
 
す
。
 
哲
學
が
 

一
 切
の
 
科
學
的
 
研
究
に
 
共
通
 

せ
る
 
結
 菜
の
 
上
に
 
築
く
 
如
く
、
 
藝
術
は
 
自
然
と
 
人
生
の
 
普
遍
な
る
 
基
礎
の
 
上
に
 
立
た
ざ
る
 
可
ら
 
す
。
 
彼
の
 
鋭
敏
な
 
W
 
感
觸
 
が
ー
 
度
變
 

じ
て
 
同
情
と
 
な
る
 
時
、
 
天
の
 
權
威
 
も
、
 
地
の
 
脅
迫
 
も
，
 
積
 世
の
 
傳
說
 
も
、
 
現
代
の
 
習
俗
 
も
、
 
こ
れ
 
を
 動
か
す
 
に
 於
て
 
寸
亳
の
 
力
 あ
ら
 

ざ
る
に
 
至
り
て
.
 

藝
術
 
家
の
 
藝
術
 
家
た
 
る
 所
以
 
卽
ち
完
 
き
に
 
庶
幾
し
。
 
彼
と
 
人
生
と
 
は
 胎
兒
の
 
母
に
 
於
け
 
る
が
 
如
し
。
 
其
の
 
連
鎖
 
は
 

生
血
 
を
 見
る
 
事
に
 
よ
り
て
の
 
み
 絕
っ
を
 
得
べ
 
し
。
 
彼
と
 
自
然
と
 
は
 潮
の
 
月
に
 
於
け
 
る
が
 
如
し
。
 
海
の
 
脈
搏
 
は
 月
の
 
毀
た
 
る
 
\ 時

に
 
止
 

む
。
 

ホ
 
ヰ
ッ
ト
 

マ
 
ン
 嘗
て
 
自
己
 
を
觀
 
じ
て
 
歌
へ
 
る
 
長
 詩
の
 
結
末
に
 
叫
ん
で
 
曰
く
、
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し
 

嗚
呼
 

藝
術
 

家
克
く
 

此
の
 

如
く
に
 

し
て
、
 

其
の
 

生
め
る
 

藝
術
獨
 

り 
生
命
な
 

き
の
 

理
 

あ
ら
ん
 

や
。
 

共
の
 

蘇
 

術
 

生
命
 

あ
り
て
、
 

他
 

命
 

と
接
觸
 

し
感
應
 

せ
ざ
る
 

の
理
 

あ
ら
ん
 

や
。
 

他
の
 

生
命
と
 

接
觸
 

し
感
應
 

し
て
 

こ
れ
に
 

何
者
 

を
 

か
敎
へ
 

得
ざ
る
 

の
现
 

あ
ら
ん
 

や
。
 

マ
ッ
ジ
 

一一
 

ー 
の
 

所
謂
 

「
實
 

働
す
 

る
 

叫
喚
 

(c
ry
in
g 
 

de
ed
)」
 

は
パ
卽
 

ち
藝
術
 

家
が
 

人
生
よ
り
 

攝
 

取
し
、
 

【
人
生
に
.
 

ほ
獻
 

し
、
 

人
生
 

を
お
：
 

g
 

す
べ
き
 

唯
 

一 
最
高
の
 

手
段
な
ら
 

ざ
る
 

可
ら
 

す
。
 

藝
術
 

家
と
 

は
、
 

目
的
な
 

き
 

宇
宙
 

を
考
 

ふ
る
 

人
に
 

あ
ら
す
、
 

目
的
 

あ
る
 

世
界
 

を
 

夢
み
 

る
 

人
な
 

り
。
 

藝
術
 

は
、
 

眞
 

正
な
る
 

藝
術
 

は
、
 

然
 

り
眞
：
 

止
な
る
 

藝
術
 

の
み
 

人
生
に
 

敎
 

訓
を
與
 

へ
 

得
る
な
 

り
。
 

我
 

は
藝
術
 

家
に
 

求
む
 

る
 

所
 

此
の
 

如
く
 

嚴
 

な
る
と
 

共
に
、
 

亦
讀
 

者
に
 

向
 

つ
て
 

數
霄
を
 

費
や
す
 

の
 

要
を
感
 

す
。
 

我
等
 

社
^
:
 

の
冬
數
 

は
か
 

の
 

農
夫
の
 

如
し
。
 

我
等
が
 

期
待
の
 

大
部
 

を
 

求
 

む
れ
ば
，
 

卽
ち
實
 

質
的
 

生
産
な
 

り
。
 

我
等
が
 

求
む
 

る
 

所
 

は
^
 

想
に
 

あ
ら
す
 

し
て
^
 

行
な
 

り
、
 

推
理
に
 

あ
ら
す
 

し
て
 

定
義
な
 

り
、
 

倫
理
に
 

あ
ら
す
 

し
て
 

道
德
 

な
り
、
 

敎
理
 

に
あ
ら
 

す
し
て
：
 

^
仰
な
 

り
、
 

S
f
 

に
あ
ら
 

す
し
て
^
 

槌
 

な
り
、
 

絃
 

に
あ
ら
 

す
し
て
 

汽
笛
な
 

り
。
 

而
 

し
て
 

我
 

亦
 

其
の
 

雨
 

か
 

あ
ら
ざ
る
 

可
か
ら
 

ざ
る
 

を
 

m 
心
 

ふ
。
 

我
 

は
 

農
夫
が
 

其
の
 

妻
と
 

子
と
 

を
 

養
 

は
ん
が
 

爲
 

め
に
、
 

自
然
と
 

戰
 

ひ
て
 

木
 

を
 

伐
り
 

草
 

を
 

覆
す
 

に
 

兌
て
、
 

^
w
t
K
U
 

な
る
 

人
尘
を
 

感
ぜ
 

ざ
る
 

能
 

は
す
。
 

我
 

は
 

農
夫
が
 

非
窸
 

美
的
な
る
 

を
 

呪
 

ふ
べ
き
 

所
以
 

を
 

知
ら
す
。
 

寧
ろ
 

彼
等
が
 

時
に
 

十
德
 

を
^
、
 

^
の
 

に
お
し
て
、
 

俳
諧
に
 

時
間
 

を
 

浪
費
す
 

る
 

を
 

悲
し
む
 

者
な
 

り
。
 

さ
れ
 

ど
 

若
し
 

玆
に
 

林
檎
の
 

花
の
 

白
 

曰
の
 

下
 

に
^
け
る
 

を
兑
 

て
、
 

が
の
 

來
れ
る
 

を
^
む
 

北
歐
ダ
 

學
が
與
 

ふ
る
 
敎
訓
 
 

e:
 

九
 

：ム
 



有
 

鳥
 

武
郞
佥
 

集
 
笫
五
卷
 
 

四
 

九
 

六
 

の
 

農
夫
 

あ
り
と
 

せ
ば
、
 

我
 

は
 

彼
 

を
 

指
し
て
 

愚
か
な
る
 

農
夫
と
 

云
 

ふ
の
 

外
 

を
 

知
ら
す
。
 

彼
 

は
 

事
實
を
 

無
み
 

す
る
 

の
 

不
遜
に
 

よ
り
て
、
 

彼
 

が
翹
 

望
し
 

つ
 

& 
あ
る
 

果
實
の
 

成
熟
に
、
 

適
 

當
の
所
 

置
を
與
 

ふ
る
 

を
 

怠
ら
ん
 

と
す
る
 

も
の
な
.
 

^
ば
な
.
^
。
 

農
夫
 

を
し
て
 

俳
諧
に
 

勝
り
て
 

妻
子
 

を
 

好
 

愛
せ
し
 

め
よ
、
 

投
機
に
 

勝
り
て
 

實
働
を
 

尊
重
せ
 

し
め
よ
。
 

林
檎
の
 

花
 

は
 

此
の
 

如
き
 

農
夫
の
 

庭
に
 美
し
 か
る
べ
き
 な
り
。
 

黄
 

雲
 

垂
れ
て
 

日
 

落
つ
 

る
 

頃
、
 

ス
コ
ッ
 

ト 
ラ
ン
ド
の
 

山
野
 

を
 

旅
す
る
 

の
 

人
、
 

往
々
 

に
し
て
 

敝
 

衣
の
 

農
夫
が
、
 

高
き
 

に
 

立
ち
、
 

帽
を
^
 

し
て
 

斜
陽
と
 

相
對
 

し
、
 

彼
に
 

尊
貴
な
る
 

勞
 

働
を
與
 

へ
、
 

其
の
 

家
族
に
 

溫
 

か
き
 

パ
 

ン
を
與
 

へ
た
る
、
 

恒
星
の
 

一 
日
の
 

離
別
 

を
惜
 

め
る
 

を
 

見
る
 

と
 

云
へ
 

り
。
 

我
 

は
 

此
の
 

如
き
 

農
夫
 

あ
る
 

を
 

知
り
て
、
 

其
 

處
に
パ
 

ー 
ン
ズ
の
 

歌
 

あ
り
し
 

を
 

怪
し
ま
す
。
 

力
 

ー 
ラ
イ
ル
 

を
し
て
 

其
の
 

天
分
に
 

於
て
 

シ
ラ
 

ー 
よ
り
も
 

高
 

か
り
し
 

(
力
 

I 
ラ
イ
ル
が
 

一
 

八
！
 

一
八
、
 

九
月
；
 

一
十
 

五
日
 

ゲ
 

ー 
テ
に
與
 

へ
た
る
 

書
)
 

と
 

驚
嘆
せ
 

し
め
た
る
 

パ
 

ー 
ン
ズ
 

は
、
 

此
の
 

如
き
 

農
夫
の
 

間
に
 

生
ま
れ
、
 

此
の
 

如
き
 

農
夫
に
 

よ
り
て
 

讀
 

ま
る
べ
 

か
り
し
 

な
り
。
 

農
夫
よ
、
 

汝
の
實
 

利
 

的
觀
念
 

こ
れ
 

を
 

許
さ
 

す
ん
 

ば
、
 

汝
は
 

花
に
 

感
謝
の
 

意
な
 

く
し
て
 

春
 

を
 

逝
か
し
 

む
る
 

も
 

可
な
 

り
。
 

唯
 

花
の
 

開
け
 

り
て
 

ふ
 

否
む
 

可
ら
ざ
る
 

事
實
を
 

記
せ
よ
、
 

而
 

し
て
 

花
が
 

與
 

ふ
る
 

敎
訓
の
 

凡
て
に
、
 

耳
を
假
 

す
べ
き
 

用
意
と
 

器
 

度
 

を
 

有
せ
よ
。
 

自
然
 

は
 

到
底
 

無
限
 

的
に
 

汝
 

よ
り
も
 

大
 

な
り
。
 

汝
 

若
し
 

此
の
 

戒
愼
 

す
べ
き
 

事
實
に
 

心
せ
す
 

ば
、
 

汝
の
牧
 

穫
は
汝
 

の
 

妻
子
に
 

餓
を
與
 

へ
、
 

汝
に
悔
 

恨
 

を
潇
ら
 

す
に
 

已
む
 

可
け
れ
ば
 

な
り
。
 

「
ま
 

は
 

Si
s 

人
な
 

り
、
 

さ
れ
 

ど
 

作
詩
す
 

る
が
 

故
^
 

詩
人
な
る
 

に
 

は
 

あ
ら
す
、
 

人
事
に
 

關
 

す
る
 

一
 

切
 

は
 

亦
 

我
に
 

關
 

は
る
が
 

次
の
 

み
」
 

と
 

ビ
ョ
 

ル ン ソ
ン
 は
 云
 へ
り
。
 

第
二
 

章
 

如
何
に
し
て
 

北
 

歐
文
學
 

は
產
れ
 

し
ゃ
 



第
 

I
 
節
 
質
疑
す
べ
き
 
現
代
の
 
文
明
 

瑰
 偉
莊
嚴
 
な
る
 
大
流
、
 
忽
如
 
と
し
て
 
危
 崖
に
 
懸
り
、
 
倒
 ま
に
 
落
つ
 
る
 事
 百
 千
 丈
、
 
水
巖
 
陰
に
 
入
り
て
 
色
 殊
に
お
 
く
、
 
激
沫
 
の
勢
銳
 

さ を さ 

く
し
て
 
近
づ
き
 
易
か
ら
 
す
。
 
歐
洲
史
 
の
 大
河
に
 
棹
す
 
の
 人
、
 
此
の
 
大
瀑
の
 
頂
に
 
船
 を
 捨
て
、
 
更
に
 
之
 を
 共
の
 
麓
に
 
艤
し
、
 

：
s
 々
た
る
 

平
野
の
 
間
に
 
出
づ
 
る
に
 
及
び
、
 
顧
み
て
 
則
ち
 
曰
く
、
 
上
世
と
 
近
世
と
の
 
間
に
 
喑
黑
の
 
世
 あ
り
、
 
船
 を
 行
る
 
可
か
ら
 
す
と
。
 

此
の
 
如
く
に
 
し
て
 
喑
黑
 
時
代
の
 
眞
相
 
は
、
 
研
究
の
 
方
法
な
 
き
 
一
長
 
時
期
と
 
し
て
 
幾
さ
れ
 
た
り
。
 
人
 誰
か
 
「
喑
黑
 
時
代
」
 
の
 語
 を
：
 斗
に
 

し
て
、
 

一
種
の
 
悲
 感
に
撲
 
た
れ
ざ
る
。
 
當
時
 
全
世
界
 
を
 包
含
し
た
 
り
し
 
羅
馬
 
大
帝
 
國
の
威
 
嚴
は
弒
 
然
と
し
て
 
地
に
 
落
ち
、
 
入
寇
^
よ
 

東
方
よ
り
 
至
り
て
 
生
 民
 塗
炭
の
 
苦
相
尋
 
ぎ
、
 
希
臘
の
 
均
衡
 
あ
る
 
文
明
、
 
罷
 馬
の
 
壯
 偉
な
る
 
制
度
 
は
 共
に
 
過
去
の
 
一
夢
と
 
な
り
、
 

^
：
兑
 

は
 僧
院
の
 
喑
窖
に
 
隱
れ
、
 
勞
働
は
 
干
戈
の
 
蠻
 行
に
 
費
や
さ
れ
 
た
る
 
を
 思
う
て
 
は
、
 
落
日
 
孤
 杖
、
 
蕭
條
 
た
る
 
枯
^
に
 
立
ち
て
、
 
風
 
や
：
 へ-. 

し
く
 
過
ぐ
 
る
 
を
 
望
む
 
の
 嘆
な
 
か
ら
 
ざ
ら
ん
 
や
。
 

然
れ
 
ど
も
 
此
の
 
慘
儋
 
た
る
 
假
 面
の
 
下
に
、
 
同
じ
く
 
慘
儋
 
た
る
 
眞
 相
の
 
潜
め
る
 
ゃ
然
ら
 
ざ
る
 
や
 は
 容
易
に
 
定
め
 
難
き
 
問
题
 
な
り
。
 
近
 

時
 歐
洲
の
 
文
明
 
批
評
家
に
 
し
て
、
 
大
膽
 
に
も
 
此
の
 
喑
黑
 
な
る
 
迷
宮
に
 
向
 
ひ
、
 
其
の
 
研
究
の
 
歩
武
 
を
 進
む
 
る
 も
の
 
漸
く
 
多
く
、
 
文
明
の
 

意
義
に
 
動
 搖
を
與
 
ふ
べ
き
 
事
實
の
 
出
で
 
來
 ら
ん
と
 
す
る
 
を
 見
て
、
 
我
 は
 眞
理
の
 
現
 成
の
 
爲
 め
に
 
額
 手
す
 
る
を
禁
 
す
る
 
能
 は
ざ
る
^
 
な
 

文
明
、
 
文
明
と
 
は
餘
 
り
に
 
耳
慣
れ
た
 
る
 
語
な
ら
 
す
 
や
。
 
人
 此
の
 
語
 を
 聞
け
ば
 
則
ち
 
點
 頭
し
て
 
共
の
 
全
^
^
 
を
 解
せ
 
る
^
の
 
如
し
。
 

我
等
 
は
 所
謂
 
文
明
の
 
床
に
 
生
れ
、
 
文
明
の
 
搖
籃
に
 
眠
り
、
 
文
明
の
 
思
想
 
を
學
 
び
、
 
文
明
の
 
業
に
 
老
い
、
 
文
明
の
^
 
に
 逝
く
。
 
生
れ
て
 

人
語
 
を
 解
す
 
る
 
は
卽
ち
 
文
明
 
を
 解
す
 
る
な
 
り
。
 
さ
れ
 
ど
 
是
れ
眞
 
に
 文
明
 
を
 解
せ
 
る
が
 
故
 か
 解
せ
 
ざ
る
が
 
故
 
か
。
 

g: 惯
と
稱
 
す
る
 
魔
女
 

あ
り
。
 
魅
せ
ら
れ
 
た
る
 
も
の
-
眼
 
は
 彼
女
に
 
於
て
 
絕
對
眞
 
理
の
體
 
現
と
 
見
る
 
の
 外
 を
 知
ら
す
 
と-ヘム 

へ
り
。
 
鸺
 
る
べ
き
 
に
あ
ら
 
す
 
や
。
 

北
歐
文
 
學
が
與
 
ふ
る
 
敎
訓
 
 

TO! 九
 
七
 



有
 
鳥
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

四
九
バ
 

請
 
ひ
 問
 
ふ
、
 
今
の
 
歷
 史
家
と
、
 
倫
理
 
舉
 者
と
、
 
宗
敎
 
家
と
 
が
稱
 
す
る
 
文
明
と
 
野
蠻
 
と
の
 
區
別
 
は
、
 
果
し
て
 
錯
誤
な
 
き
解
釋
 
な
り
 
や
、
 

今
日
の
 
所
謂
 
文
明
と
 
稱
 せ
ら
る
-
 
-
者
は
 
果
し
て
 
人
類
 
進
歩
の
 
正
路
 
を
 拾
 
ひ
つ
 

X 
あ
り
 
や
。
 
誰
か
よ
 
く
 
是
れ
を
 
知
る
。
 
荆
 棘
に
 
終
る
 
ベ
 

き
 
岐
路
に
 
入
れ
る
 
に
あ
ら
 
す
 
や
。
 
誰
か
よ
 
く
 
是
れ
を
 
知
る
。
 
昔
 者
 希
臘
の
 
民
、
 
其
の
 
殿
堂
 
を
 
「
知
ら
ざ
る
 
神
」
 
に
 獻
げ
、
 
偶
ぶ
 
ボ
 
ー 

口 
が
 透
徹
な
る
 
反
問
の
 
犧
牲
 
と
な
り
ぬ
。
 
今
の
 
人
 則
ち
 
「
知
ら
ざ
る
」
 
文
明
の
 
指
導
に
 
盲
從
 
し
て
、
 
遂
に
 
誰
の
 
笑
 
ふ
 所
と
 
な
ら
ん
 
と
 

す
る
 
や
。
 
我
 嘗
て
 
力
 
ー 
ラ
イ
ル
が
 
如
何
に
 
文
明
な
る
 
語
 を
解
釋
 
せ
る
 
か
 を
 知
ら
ん
 
と
し
て
、
 
少
し
く
 
其
の
 
書
 を
涉
獵
 
し
、
 
彼
が
 
多
く
 

の
 場
合
に
 
於
て
、
 
文
明
 

(civilization) 
な
る
 
語
に
 
代
 
ふ
る
に
 
進
歩
 

(progress) 
な
る
 
語
 を
 
用
 ゐ
る
を
 
知
り
 
得
た
り
。
 

其
の
 
高
邁
 
奇
 

矯
の
 
性
、
 
「
文
明
」
 
て
 
ふ
 尊
貴
な
る
 
語
が
 
曲
解
、
 
誤
解
、
 
悪
 解
せ
ら
れ
 
て
、
 
其
の
 
眞
 意
義
 
を
沒
 
了
し
た
 
る
 
を
 憤
れ
る
 
に
 依
る
 
事
な
 
か
ら
 

ん
ゃ
。
 

假
 り
に
 
汝
の
 
健
康
 
を
檢
 
し
て
、
 
是
れ
を
 
汝
の
父
 
若
し
く
は
 
祖
父
の
 
そ
れ
と
 
較
べ
 
見
よ
。
 
博
物
館
に
 
入
り
て
 
汝
の
 
父
祖
が
 
用
ゐ
 
た
り
て
 

ふ
鐵
甲
 
を
檢
し
 
見
よ
、
 
汝
 は
其
處
 
に
戰
傈
 
す
べ
き
 
事
實
の
 
潜
在
せ
 
る
 を
認
む
 
可
し
。
 
我
等
の
 
健
康
 
は
 今
日
の
 
所
謂
 
文
明
の
 
進
歩
と
 
明
 

確
な
る
 
逆
比
例
 
を
爲
 
し
て
 
退
歩
し
 
つ
 
\ 
あ
り
。
 
千
 人
の
 
中
 
一
人
 
病
め
ば
、
 
則
ち
 
九
 百
 九
十
 
九
 人
の
 
眉
顰
 
む
。
 
千
 人
の
 
中
 
千
 人
 等
し
く
 

病
め
ば
，
 

千
 人
相
 
會
 し
て
 
健
康
の
 
祝
杯
 
を
擧
げ
 
以
て
 
大
懼
を
 
極
む
。
 
悉
く
 
病
め
る
 
が
 故
に
 
悉
く
 
病
み
つ
 

\ 
あ
る
に
 
思
 
ひ
 到
ら
ざ
る
 
な
 

り
。
 
今
日
の
 
文
明
 
組
織
 
は
 民
衆
 
を
拉
 
し
て
、
 

日
 
は
 
一
日
よ
り
も
 
肉
體
 
的
に
 
不
健
康
な
ら
 
し
め
つ
 

\ 
あ
り
。
 
極
端
な
る
 
分
業
 
的
 組
織
、
 

激
甚
な
る
 
衣
食
 
問
題
、
 
盲
目
な
る
 
活
動
の
 
福
音
、
 
雜
然
 
た
る
 
都
市
の
 
音
響
と
 
色
彩
と
 
は
、
 
文
明
の
 
民
 を
し
て
 
擧
げ
 
て
祌
經
 
衰
弱
 
を
 憂
 

へ
し
む
 
る
に
 
十
分
な
 
り
。
 
是
れ
 
今
の
所
 
謂
 文
明
な
る
 
者
 を
 疑
 
ふ
べ
き
 
第
一
 
點
 な
り
。
 
史
家
 
常
に
 
ー
國
 衰
退
の
 
豫
 象
を
說
 
明
し
て
、
 
權
 

力
の
 
集
注
、
 
貧
富
の
 
懸
隔
、
 
其
の
 
度
甚
 
し
き
に
 
至
る
 
に
あ
り
 
と
 
云
へ
 
り
。
 
希
臘
季
 
代
の
 
自
由
 
民
と
 
奴
隸
 
と
の
 
境
遇
、
 
羅
馬
 
末
葉
の
 
治
 

者
と
 
被
治
者
と
の
 
關
^
 
に
 着
目
せ
 
る
 者
 は
、
 
何
人
も
 
其
の
 
眞
理
 
な
る
 
を
 担
む
 
能
 は
ざ
る
 
可
し
。
 
獨
り
 
怪
し
む
、
 
今
の
 
世
 第
 
二
十
世
紀
 

の
 劈
頭
、
 
歐
洲
に
 
亟
 端
な
る
 
帝
國
 
主
義
 
發
 達
し
、
 
米
洲
に
 
大
規
模
な
る
 
資
本
 
集
注
 
主
義
 
勃
起
し
、
 
其
の
 
非
 其
の
 
弊
旣
に
 
業
に
 
堪
ふ
可
 



ら
 

ざ
る
 

者
 

あ
る
に
 

も
拘
 

は
ら
す
、
 

人
 

は
 

其
の
 

非
 

を
 

口
に
し
つ
 

\ 
而
も
 

唯
々
 

と
し
て
 

是
れ
 

に
盲
附
 

し
、
 

之
れ
 

を
攝
 

取
し
、
 

阈
 

家
の
 

強
、
 

自
家
の
 

富
 

を
 

致
す
 

が
爲
 

め
に
 

は
、
 

歷
史
が
 

的
確
に
 

與
 

へ
つ
、
 

あ
る
 

殷
鑑
 

に
對
 

し
て
 

全
く
 

風
馬
牛
な
 

る
の
 

一
事
な
 

り
。
 

"
だ
れ
 

今
の
所
 

n
 

文
明
な
る
 

者
 

を
 

疑
 

ふ
べ
き
 

第
二
 

點
 

な
り
。
 

人
 

若
し
 

市
 

を
 

過
ぎ
り
 

て
、
 

腐
敗
 

を
 

防
止
す
べ
き
 

石
炭
酸
の
 

臭
に
 

遇
 

は
ビ
、
 

皮
 

は
^
を
.
 

ら
 

し
て
 

病
院
の
 

近
く
 

立
て
る
 

を
 

見
出
だ
し
 

得
べ
 

し
。
 

倫
理
.
 

道
 

德
を
講
 

す
る
 

の
聲
 

高
く
、
 

法
治
 

裁
決
の
^
^
 

t
 

か
な
る
 

が
 

故
に
、
 

人
 

は
な
^
.
 

の
 

世
に
 

住
め
り
 

と
 

思
 

ふ
べ
き
 

に
あ
ら
 

す
。
 

人
類
 

舉
 

者
が
 

殆
 

ん
ど
總
 

て
の
 

社
會
狀
 

態
に
 

あ
る
 

人
類
 

を
 

研
究
し
、
 

歼
？
 

：；
 

野
 

便
 

人
と
^
 

せ
ら
 

る
 

\ 
階
級
の
 

中
に
、
 

最
も
 

健
全
な
る
 

體
軀
 

と
、
 

堅
固
な
る
 

倫
 

常
と
、
 

整
然
た
る
 

規
律
と
 

を
 

有
す
る
 

者
 

あ
る
 

を
 

認
め
た
 

る
^
;
 

旭
.
，
 

な
り
。
 

米
國
 

政
府
が
 

ア
メ
リ
カ
 

印
度
人
の
 

部
落
に
 

巡
査
 

駐
在
所
 

を
 

設
置
 

せ
ん
と
せ
 

し
 

時
、
 

印
度
人
 

は
 

是
れ
を
 

斥
け
、
 

「
我
せ
 

は
も
な
，
：
：
：
 

身
の
 

主
 

な
り
 

我
等
.
 

は
 

他
力
 

權
系
 

も
て
 

我
等
に
 

制
裁
と
 

勵
吿
 

と
を
與
 

ふ
る
 

を
 

要
せ
す
」
 

と
 

云
 

ひ
、
 

而
 

し
て
 

實
 

際
に
 

於
て
、
 

部
落
の
.
 

n
A
"
 

は
殆
 

ん
ど
 

完
全
の
 

度
に
 

達
せ
る
 

事
實
は
 

I
 

玆
に
 

殊
に
 

注
意
 

を
 

要
す
る
 

は
、
 

野
蠻
人
 

を
し
て
 

急
轉
 

直
下
の
^
 

落
 

を
 

爲
 

さ
し
む
 

る
^
:
 

ま
 

文
お
 

人
 

其
の
 

者
な
る
 

事
な
 

り
 

I
I
 

何
等
の
 

痛
棒
 

を
 

所
謂
 

文
明
 

人
に
 

値
す
る
 

ぞ
。
 

人
 

は
 

此
の
 

事
實
を
 

退
け
て
 

云
 

ふ
、
 

文
明
の
 

進
歩
.
 

、
卞
 

ぶ.
： 

惡
の
差
 

を
し
て
 

益
 

i 
大
 

な
ら
し
む
、
 

是
れ
佛
 

人
の
 

所
謂
 

「
文
明
 

は
 

警
察
 

制
度
の
 

發
達
 

と
共
に
 

發
達
」
 

す
る
^
に
 

し
て
、
 

化
.
 

の
で
^
 

策
 

は
 

法
律
の
 

嚴
 

正
な
る
 

施
行
に
 

あ
り
と
。
 

然
れ
 

ど
も
 

思
へ
、
 

眞
 

正
の
 

文
明
 

は
 

良
 

非
 

善
 

惡
の
差
 

を
し
て
 

益
 

M 
大
 

な
ら
し
め
 

す
ば
 

已
 

ま
す
 

と
 

云
へ
 

る
 

は
、
 

如
何
な
る
 

前
提
の
 

上
に
 

据
 

ゑ
ら
 

れ
 

た
る
 

結
論
 

ぞ
。
 

人
 

は
 

今
日
の
 

文
明
が
、
 

益
ぶ
 

侗
 

人
的
 

良
心
の
 

威
嚴
を
 

踩
 

綱
し
、
 

：：
：：
 

に
 

法
律
 

的
 

制
裁
の
 

下
に
、
 

姑
息
な
る
 

統
治
 

を
績
 

け
つ
 

& 
あ
る
 

を
 

見
て
、
 

而
も
 

其
の
 

根
蒂
に
 

矛
盾
 

あ
ら
ざ
る
 

や
 

を
 

問
 

は
ん
と
せ
 

す
。
 

"；
 

儿
 

れ
 

今
の
所
 

謂
 

文
明
な
る
 

も
の
 

を
 

疑
 

ふ
べ
き
 

第
三
 

點
 

な
り
。
 

消
極
的
と
 

は
、
 

今
日
の
 

文
明
の
 

ア
ル
フ
ァ
 

に
し
て
 

オ
メ
ガ
な
.
^
。
 

彼
女
 

は
疵
 

傷
を
醫
 

す
る
 

に
 

巧
み
に
 

し
て
、
 

な
^
を
 

ゆ
^
な
ら
 

し
 

む
る
 

事
 

を
 

知
ら
す
。
 

彼
女
 

は
 

富
の
分
配
に
 

心
 

を
用
ゐ
 

て
、
 

生
產
の
 

根
源
 

を
 

窮
め
ん
 

と
せ
す
。
 

彼
女
 

は
 

少
數
の
 

安
寧
 

を
 

計
ら
ん
 

が
 

は
め
 

に
 

多
數
の
 

苦
痛
 

を
 

意
と
 

す
る
 

に
 

暇
 

あ
ら
す
。
 

彼
女
 

は
 

個
性
的
 

尊
厳
の
 

萎
靡
せ
 

る
 

を
 

救
 

は
ん
が
 

爲
 

め
に
、
 

^
藥
 

的
の
 

法
^
 

を
 

以
て
す
。
 

北
歐
文
 

學
が
與
 

ふ
る
 
敎
訓
 
 

，し
 

九
 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

五
 0
0
 

ジ
 
H
I
 
ム
ス
.
 
ヒ
ン
ト
ン
 
を
し
て
 

「
現
 社
會
の
 
組
織
 
を
顚
 
覆
す
 
と
 
は
、
 
倒
立
す
 
る
 
三
角
 
塔
 を
 安
定
の
 
位
置
に
 
復
す
 
る
の
 
謂
な
 
り
」
 
と
 叫
 

ば
 し
め
た
る
 
も
亦
宜
 
な
ら
す
 
や
。
 
若
し
 
從
來
 
の
歷
 
史
を
迪
 
り
て
、
 
人
類
に
 
福
祉
 
を
與
 
へ
し
 
事
、
 
今
日
に
 
過
ぐ
 
る
の
 
時
 
紀
 
な
く
ん
 

ば
 則
ち
 
已
む
、
 
若
し
 
幸
に
 
し
て
 
之
 あ
る
 
を
 知
ら
ば
、
 
人
類
の
 
一
員
と
 
し
て
 
我
等
 
は
 何
を
爲
 
す
べ
き
 
や
。
 
來
 る
べ
き
 
時
紀
の
 
父
母
と
 
し
 

て
 我
等
 
は
 何
 を
爲
 
す
べ
き
 
や
。
 
耳
 あ
る
 
者
 は
 そ
 を
 
北
歐
の
 

一
 角
に
 
傾
け
よ
。
 
旣
存
の
 
文
明
が
 
ソ
ド
 
ム
、
 
ゴ
 
モ
ラ
の
 
如
く
な
 
ら
ん
 
時
 近
 

き
に
 
あ
り
と
 
は
 
云
 
ふ
べ
 
か
ら
 
じ
。
 
さ
れ
 
ど
 誰
か
 
又
 其
の
 
遼
遠
な
る
 
未
來
 
に
あ
る
 
を
 言
明
し
て
 
憚
ら
ざ
る
 
を
 得
る
 
者
ぞ
。
 
佛
國
 
革
命
の
 

叫
喚
 
は
 
ル
ヰ
第
 
十
五
 
世
が
 
「
未
だ
し
 
未
だ
し
」
 

と
 
云
 
ひ
た
る
 
聲
の
 
反
響
に
 
過
ぎ
 
ざ
り
 
し
な
り
。
 

所
謂
 
今
日
の
 
文
明
が
 
何
の
 
時
に
 
起
源
せ
 
る
か
 
を
 考
察
せ
 
る
 學
者
少
 
か
ら
す
。
 
例
へ
ば
 

H ド
ヮ
 
ー
ド
.
 
力
 
ー 

ベ
 
ン
タ
 

I 
が
 社
會
的
 
階
級
 

が
 所
有
物
の
 
多
寡
に
 
よ
っ
て
 
決
定
せ
ら
れ
、
 
閥
族
 
政
府
 

(class  g
o
v
e
r
n
m
e
n
t
)
 

の
 設
立
せ
ら
れ
 
た
る
 
時
と
 
な
せ
る
 
其
の
 
一
な
 
り
。
 

レ
 

ゥ
 
ネ
ス
 

• 
モ
ル
ガ
ン
が
 
文
字
の
 
發
見
 
と
共
に
 
記
載
 
的
 歷
史
及
 
明
文
 
律
の
 
編
纂
 
せ
ら
れ
し
 
時
に
 
あ
り
と
 
な
せ
る
 
其
の
 
二
な
 
り
。
 

H 
ン ゲ

ル
 

が
 商
業
 
的
 機
能
の
 
發
 達
せ
る
 
時
に
 
重
き
 
を
遛
 
け
る
 
が
 如
き
 
其
の
 
三
な
 
り
。
 
其
の
 
說
 固
よ
り
 
區
々
 
に
し
て
 
歸
 
一
 な
く
 
稍
 茫
漠
た
る
の
 
嫌
 

ひ
な
き
 
に
あ
ら
 
す
と
 
雖
も
、
 
試
み
に
 
是
れ
を
 
綜
合
し
て
 
過
去
の
 
歷
史
に
 
照
準
 
す
れ
ば
、
 
我
等
 
は
 末
代
の
 
羅
馬
 
帝
國
に
 
於
て
 
最
も
 
的
確
 

な
る
 
實
例
 
を
發
 
見
し
 
得
 可
し
。
 
極
端
な
る
 
閥
族
 
政
府
と
 
嚴
 整
な
る
 
法
律
と
 
は
 彼
女
の
 
產
 な
り
。
 
農
業
 
衰
退
し
て
 
漸
く
 
歩
武
 
を
 商
業
に
 

讓
り
 
し
も
 
亦
 此
の
 
時
紀
 
に
あ
り
。
 
嘗
て
 
ボ
ス
ト
ン
の
 

一 儒
、
 
途
に
 
伊
太
利
の
 
勞
働
 
者
が
 
流
汗
 
淋
漓
、
 
鍬
を
秉
 
つ
て
 
手
足
の
 
勞
 働
に
 
從
 

へ
る
 
を
 見
、
 
大
息
 
詩
を
賦
 
し
て
 
曰
く
、
 
「
嗚
呼
 
此
の
 
流
離
の
 
勞
働
 
者
、
 
群
を
爲
 
し
て
 
南
歐
花
 
多
き
 
の
 地
を
辭
 
し
、
 
異
鄉
の
 
土
に
 
立
ち
て
 

日
に
 
勞
營
 
す
。
 
痛
ま
し
き
 
か
な
。
 
而
 し
て
 
更
に
 
痛
ま
し
き
 
か
な
、
 
見
よ
 
彼
等
に
 
古
人
の
 
面
影
 
あ
り
。
 

シ
 
ー 
ザ
 
ー 
の
 額
 持
て
る
 
彼
 は
か
 
r 

み
て
 
石
 を
 拾
 
ひ
つ
-
 

T あ
り
。
 
ケ
ト
 

ー 
の
 眼
 も
て
る
 
彼
 は
 懶
げ
に
 
眠
り
つ
-
あ
り
。
 

ヴ
ァ
 

ー 
ジ
ル
の
 
頭
 持
て
る
 
彼
 は
 怒
 馬
 を
な
 
だ
む
 
る
 

に
 困
 じ
つ
 

\ 
あ
り
。
 

シ
セ
 

a 
の
 唇
 持
て
る
 
彼
 は
 惡
駡
を
 
叫
ぶ
 
の
 外
 を
 知
ら
す
。
 
嗚
呼
、
 
嗟
 夫
、
 
匆
忙
時
 
は
 逝
く
。
 
古
羅
 
馬
の
 
跡
 安
く
 

に
あ
り
 
や
」
 
と
。
 
何
ぞ
 
知
ら
ん
、
 
十
五
 
世
紀
の
 
遠
き
 
に
 亡
び
た
 
る
 大
帝
 
國
の
喑
 
影
 依
然
と
し
て
 
我
等
 
を
蔽
 
ひ
、
 
我
等
が
 
其
の
 
遣
 民
の
 



爲
を
 

憐
れ
む
 

間
に
、
 

彼
 

は
 

我
等
の
 

餘
 

り
に
 

盲
 

從
 

的
な
る
 

骨
 

頭
 

を
 

憐
れ
み
つ
.
.
 

t 
あ
る
 

を
。
 

大
帝
 

國
の
喑
 

影
と
 

は
何
ぞ
 

や
、
 

質
疑
す
べ
き
 

現
代
の
 

文
明
と
 

は
 

何
 

ぞ
ゃ
。
 

我
等
 

は
 

そ
を
窮
 

む
る
 

の
 

前
、
 

極
め
て
^
 

枧
の
 

文
明
 

を
產
 

し
た
る
 

喑
黑
 

時
代
の
 

眞
 

相
を
學
 

ぶ
の
 

耍
 

あ
る
な
 

り
。
 

(
歸
朝
 

後
、
 

札
稅
 

時
代
)
 

北
歐
文
 

學
が
與
 

ふ
る
 
敎
訓
 
 

一
 



有
 
鳥
武
郎
 

<M.: 集
笫
 
五
卷
 
 

五
 〇
 
二
 

凡
て
の
 
も
の
 
は
 
悉
く
 
壌
れ
 
る
 

凡
て
の
 
も
の
 
は
 悉
く
 
壤
れ
 
る
。
 
是
が
 
地
球
 
を
 支
配
す
 
る
 
「
運
命
」
 

の
 下
す
 
宣
吿
 
で
あ
る
。
 
「
凡
て
の
 
も
の
 
は
 悉
く
 
壌
れ
 
る
」
、
 
此
單
 

純
な
、
 
使
い
 
抑
揚
 
も
な
 
に
も
な
い
 
音
調
の
 
上
 を
、
 
自
分
の
 
生
活
 
は
 
ト
レ
 
乇
 
口 
を
な
 
し
て
 
流
れ
 
行
く
 
の
で
 
あ
る
。
 

凡
て
の
 
も
の
 
は
 悉
く
 
壌
れ
 
る
。
 
「
凡
て
の
 
も
の
」
 
と
 
云
 
ふ
の
 
は
、
 
實
 驗
科
學
 
が
假
定
 
す
る
、
 
或
る
 
不
消
 
不
磨
の
 
物
質
 
を
 も
 
含
む
 
か
、
 

或
は
 
形
而
上
 
學
が
 
主
張
す
 
る
、
 
不
變
 
不
滅
の
 
或
る
 
觀
 念
の
 
對
象
を
 
も
 含
む
 
か
、
 
そ
ん
な
 
事
 は
 自
分
 
は
關
 
知
し
 
な
い
。
 
又
關
 
知
す
 
る
 限
 

り
で
 
も
な
い
。
 
科
擧
者
 
や
、
 
哲
舉
 
者
の
 
取
り
扱
っ
て
 
居
る
 
も
の
 

\、 中
に
は
、
 
地
球
の
 
存
在
す
 
る
 限
り
と
 
云
 は
す
、
 
永
劫
 
無
窮
に
 
壞
れ
す
 

に
殘
る
 
も
の
が
 
あ
る
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 
我
等
が
 
今
日
、
 
科
學
、
 
哲
學
の
 
存
在
 
を
 許
す
 
限
り
、
 
其
 主
張
に
 
敬
意
 
を
拂
 
ふ
の
 
が
 あ
た
り
 
ま
 

へ
だ
と
 
す
れ
ば
、
 
あ
る
か
 
も
し
れ
 
な
い
 
と
 
云
 
ふ
 代
り
に
、
 
ど
う
も
 
あ
る
ら
 
し
い
と
 
云
っ
て
 
置
く
 
方
が
、
 

ぃ
&
 
や
う
に
 
も
 
思
 は
れ
る
 
が
、
 

同
時
に
 
如
何
に
 
科
 舉
哲
擧
 
の
 存
在
 
を
 許
せ
ば
 
と
て
、
 
必
す
 
あ
る
と
 
云
 
ひ
 切
っ
て
 
し
ま
 
ふ
 事
 は
ど
う
し
て
も
 
出
来
な
い
 
事
で
 
あ
る
 
以
上
、
 

假
定
 
や
、
 假
說
 
は
、
 
到
底
 
疑
問
の
 
中
に
 
も
て
 
あ
っ
か
 
は
る
べ
き
 
も
の
で
、
 
如
何
に
も
 
な
ま
ぬ
る
い
、
 
果
敢
な
い
 
も
の
で
あ
る
。
 
地
球
の
 

存
在
す
 
る
 限
り
、
 
壞
れ
 
す
に
 
殘
る
 
も
の
が
 
あ
る
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 
又
な
い
 
か
も
 
知
れ
な
い
。
 
此
の
 
あ
る
と
 
も
 判
然
せ
 
す
、
 
無
い
 
と
も
 

確
定
せ
 
ぬ
 假
定
の
 
上
に
、
 
自
分
の
 
生
活
、
 
卽
ち
 
自
分
が
、
 
今
日
 
此
 所
で
、
 
此
 個
性
の
 
全
能
 
を
 以
て
 
享
 け
つ
-
あ
る
 
此
 生
活
 
を
、
 
安
 じ
 

て
 託
す
る
 
事
 は
 試
み
て
も
 
出
来
な
い
 
事
で
 
あ
る
。
 
假
說
は
 
知
識
の
 
寵
兒
 
で
は
 
あ
る
が
、
 
生
活
の
 
愛
人
と
 
は
な
り
 
得
ぬ
。
 
生
活
 
は
 知
識
 

の
 媒
介
 
を
 
以
て
、
 
其
寵
兒
 
な
る
 
假
定
を
 
美
し
い
 
も
の
と
 
見
る
 
事
 は
あ
っ
て
 
も
、
 
血
 を
す
 

\ 
つ
て
 
二
世
 
を
 契
る
 
程
の
 
執
着
 
は
 持
つ
 
事
 は
 

出
来
な
い
 
の
で
 
あ
る
。
 

自
分
の
 
眼
が
 
見
、
 
耳
が
 
聞
く
 
處
に
 
於
て
、
 
壌
れ
 
す
に
 
糗
く
 
も
の
と
 
し
て
 
は
 何
が
 
あ
ら
う
。
 
凡
て
の
 
も
の
 
は
 悉
く
 
壌
れ
 
る
の
で
 
あ
る
。
 



發
 

生
と
 

破
壞
の
 

目
ま
ぐ
る
し
い
 

連
糗
，
 

搖
籃
と
 

墓
と
 

を
 

索
ぐ
 

あ
わ
た
ぐ
 

し
い
 

生
活
 

行
爲
、
 

記
憶
と
 

忘
却
と
 

の
^
に
 

さ
ま
よ
 

ふ
 

泡
の
 

や
 

う
な
 

名
聞
、
 

頹
 

れ
ん
が
た
 

め
に
 

高
ま
る
 

思
潮
の
 

波
、
 

枯
れ
て
 

ゆ
く
 

淚
、
 

乾
い
て
 

し
ま
 

ふ
 

笑
 

ひ
、
 

さ
う
 

云
 

ふ
 

も
の
が
，
：
：
：
 

分
の
 

内
 

郭
と
外
 

郭
と
を
 
取
り
 
園
ん
で
 
居
る
。
 
今
更
に
 
驚
い
て
 
不
朽
 
を
 摸
索
し
て
も
 
其
 處
に
は
 
何
物
 
も
な
い
 
の
で
 
あ
る
。
 
何
故
か
 
知
ら
な
い
が
、
 

n
 分
 

に
 は
 不
朽
に
 
向
っ
て
 
あ
へ
 
ぐ
 
Aspil.ati〕n 

が
 あ
る
。
 
そ
れ
 
だ
か
ら
、
 
不
朽
 
は
 あ
る
 
も
の
と
 
云
 
ふ
 様
に
、
 
身
の
 
ま
 
は
り
 
も
 
顧
み
す
 
に
 忍
 

ひ
な
し
て
 

來
た
。
 

其
 

思
 

ひ
な
し
 

が
ふ
と
 

し
た
 

機
會
で
 

破
れ
た
 

時
、
 

底
の
 

知
れ
ぬ
 

斷
喱
 

は
、
 

す
ぐ
 

端
に
 

立
っ
て
^
 

る
，
：
：
^
 

を
：
^
 

出
し
て
 

ゾ
ッ
 
と
し
た
。
 
首
を
切
ら
れ
な
が
ら
、
 
頭
の
 禿
げ
る
 
の
 を
 心
配
し
て
 居
た
 人
の
 
や
う
な
、
 
滑
稽
な
、
 
皮
肉
な
、
 
而
 し
て
 慘
^
1
 な
 悔
恨
 

の
 心
が
、
 
自
分
 を
恥
ぢ
 
し
め
た
り
 怒
ら
し
め
 た
り
せ
 す
に
 
は
や
ま
な
か
っ
た
。
 

自
分
 
は
 何
 
一 つ

 手
に
入
っ
た
 
專
 門
と
 
云
 ふ
 者
 を
 持
っ
て
 
居
な
い
。
 
執
着
 
力
が
な
い
 
故
 か
も
 
知
れ
な
い
。
 
頭
が
惡
 
く
、
 
 ̂
つ
て
：
^
 
が
 

乘
ら
 
な
い
 
故
 か
も
し
れ
 
な
い
。
 
充
實
と
 
云
 ふ
 事
の
 
尊
 さ
 
を
 知
ら
な
い
 
故
 か
も
し
れ
 
な
い
。
 

最
も
：
：
 ぃ
逍
 
な
、
 
常
^
の
^
 
ル
 法
に
^
い
 
故
 

か
も
 
知
れ
な
い
。
 
生
活
が
 
或
る
 
程
度
ま
で
 
保
障
さ
れ
 
て
 居
る
 
と
 
云
 ふ
 心
の
 
姑
息
が
、
 
さ
せ
る
 
業
 か
も
し
れ
 
な
い
。
 
然
し
，
：
：
^
 
で
は
、
 

以
上
の
 
原
因
 
だ
け
で
 
專
門
 
家
と
 
な
れ
な
か
っ
た
 
の
で
 
は
な
い
 
と
 思
つ
 
て
 居
る
。
 
自
分
に
 
は
^
 
門
 家
と
 
な
る
べ
き
 
隨
分
 
多
く
の
 
機
^
が
 

與
 
へ
ら
れ
た
。
 
自
然
 
科
學
 
も
、
 其
 宏
大
な
 
影
の
 

一
 部
分
 
を
 自
身
の
 
上
に
 
投
げ
た
 
。
宗
教
 
は
 
一
 時
 自
分
に
 
と
っ
て
 
は
 生
命
 
北ハ 物

で
あ
っ
た
。
 

自
分
 
は
又
歷
 
史
が
與
 
ふ
る
 
哲
擧
と
 
云
 ふ
樣
な
 
者
に
、
 
興
味
 
を
 持
っ
た
 
事
 も
 
あ
る
。
 
然
し
 
今
か
ら
 
過
去
 
を
：
^
 
る
と
.
 CZ 分

 は
 共
 內
の
 
何
れ
 

に
も
 
執
着
が
 
續
 
い
て
 
居
な
い
。
 
殊
に
 
宗
教
と
 
別
れ
た
 
時
の
 
事
 を
 思
へ
ば
、
 
自
分
の
 
生
涯
 
は
 
あ
す
こ
で
 
あ
ぶ
な
く
 
切
斷
 
せ
ら
れ
る
^
 
で
あ
 

つ
た
、
 

と
 

云
 

ふ
 

感
じ
 

を
 

持
た
 

す
に
 

は
 

居
ら
れ
な
い
。
 

自
分
 

は
こ
ん
 

な
に
 

何
時
 

迄
 

も
 

身
の
 

定
ま
ら
な
い
で
：
^
 

た
^
を
 

恥
づ
 

べ
き
^
だ
 

と
 
思
っ
て
 
居
た
。
 

一
事
に
 
沒
 頭
し
て
 
他
の
 
萬
 事
 を
 
他
界
の
 
事
 
で
^
も
 
あ
る
 
様
に
、
 
顧
み
な
い
 

S
-
 お
の
 
態
度
 
を
 

へ
て
：
：
^
 
る
 度
に
、
 

义
 

* 

事
業
に
 
熱
中
し
て
、
 
獅
子
の
 
如
く
 
猛
進
す
 
る
 事
業
家
の
 
行
路
 
を
 思
 ふ
 度
に
、
 
腑
甲
斐
な
い
 
奴
が
 
玆
に
 
一
人
 

る
と
 
n
 分
の
 
孤
お
 
ケ
^
 

つ
た
。
 

凡
て
 
の も

の
 
は 悉

く
 
壤
れ
る
 
 

五
 01  二 



有
 
鳥
 
武
郞
仝
 
集
 

第
五
 
卷
 
 

五
 Q
 四
 

然
し
 
考
 
へ
て
 
見
る
 
と
、
 
そ
ん
な
 
風
に
 
思
 ふ
の
 
は
、
 
克
己
と
 
か
、
 
自
責
と
 
か
 云
ふ
大
 
*
1
 な
 道
義
 
的
の
 
觀
 念
が
、
 
先
入
 
的
に
 
自
分
の
 
心
 

を
 盲
に
 
し
て
 
居
た
 
か
ら
だ
。
 
自
分
 
は
、
 
自
分
 
を
 鞭
っ
て
 
蔑
む
 
前
に
、
 

も
 
少
し
 
同
情
 
を
 持
っ
て
、
 
自
分
と
 
云
 
ふ
 も
の
 
を
 
眺
め
て
 
見
る
 
ベ
 

き
で
 
あ
つ
た
の
 
だ
。
 
若
し
 
同
情
が
、
 
批
評
 
的
 態
度
の
 
第
一
 
要
件
で
 
あ
る
な
ら
ば
 
I
I
 
而
 し
て
 
自
分
 
は
さ
う
 
だ
と
 
信
す
 
る
が
 
I
 
自
己
 

解
剖
に
 
於
て
も
、
 
同
情
が
 
必
要
で
 
あ
る
べ
き
 
箸
で
 
は
な
い
 
か
、
 
同
情
 
を
 
も
っ
て
 
自
己
 
を
 見
る
、
 
是
れ
は
 
自
分
に
 
と
っ
て
 
は
 小
さ
な
 
發
 

い
で
は
な
か
っ
た
。
 
儒
教
的
 
道
德
に
 
は
ぐ
く
ま
れ
た
 
自
分
に
 
と
っ
て
 
は
、
 
決
し
て
 
小
さ
な
 
發
昆
 
で
は
な
か
っ
た
。
 

而
 し
て
 
新
た
な
 
眼
 

を
 開
い
て
、
 
自
己
と
 
其
 周
圍
と
 
を
な
 
が
め
 
廻
し
て
 
見
た
。
 

物
心
 
を
覺
 
え
る
 
と
す
ぐ
、
 
自
分
 
は
 外
界
の
 
刺
戟
に
 
對
 し
て
 
反
 應
 し
た
、
 

と
 同
時
に
 
反
抗
し
て
 
居
る
。
 
父
母
の
 
敎
訓
の
 
中
に
 
も
、
 
小
 

學
 抆
の
敎
 
育
の
 
中
に
 
も
、
 
自
分
 
は
 反
抗
す
べ
き
 
何
者
 
を
 
か
 見
出
し
て
 
居
た
。
 
不
平
が
 
あ
っ
た
。
 
不
滿
 
足
が
 
あ
っ
た
。
 
中
學
に
 
ゆ
く
 
年
 

頃
に
 
な
っ
て
 
は
、
 
夫
れ
 
が
 更
に
 
增
 進
し
て
 
行
く
 
斗
り
 
だ
っ
た
。
 
自
分
の
 
眼
の
 
前
に
 
は
、
 
五
倫
 
五
常
の
 
整
然
た
る
 
倫
理
的
 
概
念
が
 
展
べ
 

ら
れ
 
て
、
 
事
物
の
 
眞
を
發
 
見
す
 
る
の
に
 
一
番
 
近
道
な
、
 
科
學
の
 
基
礎
 
智
識
 
も
敎
 
へ
ら
れ
た
。
 
人
の
 
守
る
べ
き
 
道
と
 
知
る
べ
き
 
道
は
嚼
 

ん
で
 
ふ
く
め
ら
れ
る
 
や
う
に
 
自
分
に
 
傳
 
へ
ら
れ
た
。
 

自
分
が
 
若
し
 
人
で
あ
る
な
ら
 
ば
、
 
ど
う
し
て
 
こ
れ
に
 
興
味
と
 
尊
敬
と
 
を
 持
た
 
す
に
 
居
ら
れ
 
や
う
 
か
。
 
假
令
 
腕
白
で
 
あ
っ
て
も
、
 
鼻
 

垂
ら
し
で
 
あ
っ
て
も
、
 
人
で
 
あ
る
 
以
上
 
は
、
 
人
と
 
し
て
 
一
番
 
大
切
な
 
事
 は
、
 
食
 
ふ
こ
と
 
で
も
 
寢
る
 
こ
と
で
 
も
、
 
ち
ゃ
ん
と
 
や
っ
て
 
行
 

つ
て
 
罟
 
る
の
 
だ
か
ら
、
 
そ
れ
よ
り
も
 
更
に
 
大
切
な
 
事
 は
、
 
當
然
 
深
い
 
注
意
 
を
 も
っ
て
 
迎
 
へ
る
 
害
で
 
あ
る
の
に
、
 
事
實
は
 
全
く
 
反
對
で
 

あ
っ
た
。
 

自
分
 
は
 其
 頃
、
 
そ
ん
な
に
 
鼻
っ
た
ら
 
し
で
 
も
な
 
く
、
 
腕
白
で
 
も
な
 
く
、
 
寧
ろ
 
素
直
で
、
 
理
の
 
當
然
な
 
事
な
ら
 
其
 ま
 
\ 
受
け
 
ス
れ
る
 

位
の
、
 
少
年
で
あ
っ
た
。
 

又
 理
解
力
 
も
 
人
後
に
 
落
つ
 
る
程
遲
 
鈍
で
は
な
か
っ
た
 
積
り
 
で
あ
る
。
 
敎
師
が
 
云
 ふ
 所
 は
 注
意
 
を
拂
 
つ
て
 
聞
 

い
て
さ
へ
 
罟
れ
 
ば
、
 
決
し
て
 
理
解
の
 
出
来
な
い
 
事
で
 
も
な
 
く
、
 
又
 決
し
て
 
理
窟
に
 
外
れ
た
 
事
で
 
も
な
い
、
 

と
 
云
 
ふ
 丈
け
 
は
よ
 
く
 
判
つ
 



て
 

居
た
。
 

唯
 

自
分
に
 

と
っ
て
、
 

墓
 

を
 

極
め
た
 

事
 

は
、
 

か
く
し
て
 

受
け
入
れ
た
 

知
識
が
、
 

自
分
に
 

何
等
の
 

與
 

味
を
 

與
 

へ
な
い
 

事
で
 

あ
 

つ
た
 

こ
ん
な
 

興
味
の
 

な
い
 

も
の
で
 

も
、
 

や
が
て
 

I
I
 

進
歩
し
た
 

修
養
 

を
す
 

る
 

時
に
は
、
 

必
要
な
 

も
の
と
 

な
る
 

で
あ
ら
う
 

と
 

云
 

ふ
、
 

お
ぼ
ろ
げ
な
 

期
待
と
，
 

く
だ
ら
な
い
 

習
慣
 

的
な
 

惰
力
と
 

に
よ
っ
て
 

自
分
 

は
中
學
 

時
代
の
 

生
活
 

を
 

綾
け
 

て
^
た
の
 

で
あ
る
。
 

(
年
代
 

不
明
、
 

ノ 
—
ト
 

よ
り
)
 

凡
て
の
 

も
の
 

は
 

悉
く
 
续
れ
る
 
 

五
 

o
 

五
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五
 〇
 
八
 

は
し
が
き
 

故
 有
 島
 安
子
 
は
祌
尾
 
光
臣
の
 
第
一
 
一
女
に
 
し
て
 
明
治
 
一 一

十
！
 
一
年
 六
月
 
十
七
 
曰
 
東
京
 
本
 鄉
區
に
 
生
れ
、
 
軍
職
に
 
あ
る
 
父
に
 
從
 ひ
て
 

少
時
 
地
方
に
 
出
で
-
 
-
諸
 所
に
 
轉
 住
し
、
 
後
 東
京
に
 
移
り
 
住
み
て
 
東
京
 
女
學
 
館
に
 
擧
び
、
 
明
治
 
三
十
 
九
 年
 卒
業
し
て
 
更
に
 
同
館
專
 

修
 科
に
 
入
り
し
 
が
、
 
在
舉
 
中
、
 
明
治
 
四
十
 
二
 年
 三
月
 
余
に
 
嫁
し
て
 
北
海
道
 
札
幌
 
な
る
 
余
が
 
任
地
に
 
赴
き
、
 
六
 年
間
 
嶮
惡
 
な
る
 
北
 

邊
の
氣
 
候
と
 
戰
ひ
、
 
知
己
 
少
な
き
 
境
遇
に
 
處
 し
て
 
專
心
 
家
政
の
 
事
に
 
從
ひ
他
 
を
 顧
み
す
、
 
健
康
 
亦
沮
 
ま
る
 

\ 
所
な
 
り
し
が
、
 
大
 

芷
 三
年
 
九
月
 
突
如
 
肋
 膜
 肺
炎
に
 
犯
さ
れ
、
 
十
一
月
 
醫
 師
の
勸
 
誘
に
 
從
ひ
家
 
を
 擧
げ
て
 
東
京
に
 
歸
り
、
 
爾
後
 
鎌
 倉
 平
 塚
 等
に
 
あ
り
 

て
 專
心
靜
 
養
に
 
盡
 し
た
る
 
も
、
 
病
勢
 
漸
く
 
革
り
、
 
五
 年
 八
月
 
二
日
 
朝
靜
 
か
に
 
世
 を
 
去
れ
り
。
 
越
え
て
 
七
日
 
靑
山
 
墓
地
 
內
 先
考
の
 

墓
 側
に
 
葬
ら
れ
た
り
、
 
行
年
 
二
十
 
有
 八
。
 
遣
兒
 
三
人
、
 
行
 光
、
 
敏
行
、
 
行
 
三
、
 
五
 歳
、
 

歳
、
 
三
 歳
。
 

こ
の
 
さ
、
 
や
か
な
る
 
集
 は
 故
人
が
 
病
苦
の
 
間
に
 
書
き
 
殘
 し
た
る
 
斷
簡
の
 
殆
ん
ど
 
凡
て
に
 
し
て
、
 
錄
 す
る
 
所
 悉
く
 
私
事
に
 
亙
り
 

人
に
 
示
す
べ
き
 
も
の
に
 
あ
ら
ざ
る
 
に
 似
 た
れ
 
ど
 美
醜
 
共
に
 
蔽
 は
す
 
敢
て
 
上
梓
し
た
り
。
 
是
れ
 
生
前
 
故
人
の
 
爲
 め
に
 
眷
顧
を
 
垂
れ
 

同
^
 
を
 寄
せ
ら
れ
し
 
方
々
 
が
 閑
餘
ー
 
讀
 し
て
、
 
不
幸
 
短
命
な
 
り
し
 
故
人
が
 
幼
稚
な
が
ら
 
渾
身
の
 
眞
 面
目
 
も
て
 
煩
悶
し
、
 
苦
心
し
、
 

正
し
 
か
ら
ん
 
と
し
、
 
愛
せ
ん
 
と
し
た
る
 
跡
 を
 看
取
し
 
給
 は
^
、
 
そ
の
 
眷
顧
 
そ
の
 
同
情
の
 
或
は
 
徒
爾
に
 
あ
ら
 
ざ
り
 
し
 
を
 喜
び
 
給
 ふ
 

事
 も
 
あ
ら
ん
と
 
思
へ
ば
 
な
り
。
 
故
人
 
は
 そ
の
 
夫
と
 
同
じ
く
 
才
德
 
悉
く
 
人
後
に
 
あ
り
し
 
も
、
 
性
純
眞
 
に
し
て
 
人
の
 
愛
に
 
感
す
 
る
の
 

情
 は
 激
し
 
か
り
き
。
 

こ
の
 
書
 を
 机
下
に
 
呈
 す
る
 
所
以
 
は
 聊
か
 
故
人
の
 
謝
意
 
を
幫
 
け
ん
と
す
 
る
に
 
あ
る
の
 
み
。
 
事
に
 
溺
れ
て
 
醜
き
 

を
 忘
る
 

& 
も
の
と
 
な
し
 
給
 は
す
ん
 
ば
 幸
な
 
り
。
 

大
正
 
五
 年
 八
月
 
十
八
 
日
 秋
風
の
 
日
輕
 
井
澤
の
 
孤
 崖
に
 
籠
り
て
 
 

有
 
島
武
郎
 



今
年
 
は
 行
 光
の
 
凶
年
と
 
見
え
る
。
 

お
：
 

止
 

月
の
 

元
日
 

早
々
 

發
熱
 

肺
炎
に
 

か
-
り
、
 

そ
れ
か
ら
 

も
 

足
の
お
 

で
き
と
 

か
 

百
日
咳
と
 

か
と
 

絶
え
す
 

ど
こ
か
に
 

故
障
が
 

あ
つ
た
け
 

れ
 

ど
も
い
 

つ
も
 

元
氣
 

よ
く
し
て
 

日
 

ま
し
に
 

賢
く
な
 

つ
て
 

行
く
 

と
 

祖
父
母
 

樣
も
云
 

は
れ
る
。
 

八
月
に
 

な
っ
て
 

銶
 

八；
； 

の
^
に
 

は
 

神
^
の
 

父
 

母
 

：
 

も
 

行
か
れ
 

治
さ
ん
 

も
來
 

て
、
 

に
ぎ
や
か
 

に
な
っ
た
 

の
で
、
 

パ
 

、
は
 

g;
 

五
日
 

御
用
 

事
で
 

上
京
 

せ
ら
れ
た
 

そ
の
お
 

留
守
に
、
 

一
日
 

一 二
 

人
で
 

子
供
が
 

遊
ん
で
 

居
て
 

行
と
 

敏
 

と
が
お
 

も
ち
や
の
 

取
り
合
 

ひ
 

を
し
て
、
 

敏
 

は
ま
け
 

た
た
め
、
 

行
の
 

頭
 

を
 

提
灯
で
 

打
っ
て
 

深
さ
 

竹
 

膜
 

に
 

達
し
 

一 
一
針
 

も
 

縫
っ
た
 

程
の
 

怪
我
 

を
 

さ
せ
た
 

と
 

云
 

ふ
。
 

し
か
し
 

勇
敢
な
 

兄
さ
ん
 

は
 

泣
き
 

も
せ
す
な
 

ほ
 

遊
び
 

を
絨
 

け
て
！
^
 

た
と
 

云
 

ふ
。
 

そ
し
て
 

醫
師
の
 

許
で
 

手
術
 

を
 

受
け
る
 

間
 

も
、
 

少
し
も
 

泣
か
な
か
っ
た
 

と
て
 

神
 

尾
の
お
 

ぢ
 

い
さ
ま
 

は
い
た
く
 

感
心
 

せ
ら
れ
た
。
 

そ
れ
 

か
 

ら
絲
 

を
ぬ
 

く
 

時
 

も
 

泣
か
な
か
っ
た
 

が
、
 

そ
の
 

時
 

逆
睫
 

毛
が
 

三
本
 

生
へ
 

て
 

居
た
 

と
い
 

ふ
の
で
 

そ
れ
 

も
ぬ
 

い
て
 

預
 

い
た
。
 

夫
れ
 

か
ら
 

卜：
.：
：：
 

小
 

し
た
ら
 

蟲
齒
が
 

出
来
て
 

居
た
 

の
に
 

氣
 

が
っ
き
、
 

こ
の
頃
 

は
齒
醫
 

者
に
 

通
っ
て
 

居
る
 

と
 

云
 

ふ
。
 

別
に
 

痛
が
 

り
 

も
せ
す
、
 

ヱ
ン
、
 

チ
ン
 

を
 

か
 

け
ら
れ
る
 

と
 

僕
の
 

口
の
 

中
 

を
 

自
動
車
が
 

通
っ
た
 

よ
と
 

云
っ
た
 

と
い
 

ふ
。
 

こ
ん
な
に
 

色
々
 

い
や
な
 

眼
に
ば
 

か
り
 

逢
っ
て
 

ゐ
 

な
が
ら
、
 

い
 

つ
も
 

勇
ま
し
く
 

療
治
 

を
 

受
け
て
 

ゐ
 

る
と
 

思
 

ふ
と
 

可
哀
 

そ
う
に
 

も
な
る
 

し
 

又
 

十
倍
 

も
 

可
愛
 

ゆ
く
な
 

つ
て
 

堪
へ
 

ら
れ
な
 

い
。
 

^
^
に
あ
つ
 

て
こ
う
 

し
た
 

可
愛
い
 

& 
勇
ま
し
い
 

様
子
 

や
 

又
 

色
々
 

賢
い
 

話
 

を
 

聞
く
 

と
、
 

ほ
ん
と
う
に
 

抱
き
上
げ
て
 

可
愛
が
っ
て
 

や
り
た
 

く
な
る
 

が
、
 

い
つ
 

私
 

は
 

治
れ
る
 

事
 

か
つ
 

ぁ
&
 

五
つ
の
 

小
さ
な
 

お
兄
さ
ん
、
 

私
の
 

一
 

番
 

大
事
な
 

子
供
よ
。
 

行
 

坊
の
男
 

ま
し
い
 

の
に
 

く
ら
べ
て
も
 

私
 

は
 

氣
 

長
に
 

養
生
し
て
 

一
日
 

も
 

早
く
 

全
快
し
、
 

三
人
の
 

子
供
達
と
 

暮
 

さ
ね
ば
 

な
ら
ぬ
。
 

松
 
 
蟲
 
 

九
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1
〇
 

病
床
 

一
 
年
 
の
 
思
 
出
 

か
な
し
き
 
夢
の
 
み
を
殘
 
し
て
 
我
が
 
病
臥
の
 

一 年
 は
 過
ぎ
去
ら
ん
 
と
す
。
 

あ
は
れ
 

我
が
 

母
君
と
 

脊
の
 

君
と
 

に
 

伴
 

は
れ
 

こ
の
 

城
廓
に
 

入
り
に
 

し
は
つ
い
 

先
頃
の
 

こ
と
の
 

如
く
に
 

思
 

は
る
 
 

も
の
 

を
。
 

げ
に
 

月
日
 

は
 

流
る
 

\ 
水
の
 

如
く
に
 

早
き
 

か
な
。
 

思
へ
ば
 

そ
の
 

日
よ
、
 

七
 

里
ケ
濱
 

の
海
靑
 

う
、
 

眞
 

白
き
 

富
士
 

の
う
ら
 

X 
と
 

晴
れ
て
、
 

松
原
 

わ
た
る
 

風
の
 
音
 さ
 
へ
 冬
の
 
眞
 中
と
 
は
 思
 
ひ
 得
ぬ
 
暖
か
さ
な
 
り
し
よ
。
 

鎌
 

倉
の
 

假
 

住
居
 

出
立
た
ん
 

と
 

年
老
い
 

給
へ
 

る
 

姑
 

君
に
 

別
れ
 

言
 

聞
こ
え
 

ま
ゐ
 

ら
せ
ん
と
 

せ
し
 

折
 

は
は
し
た
 

な
く
 

も
淚
 

流
れ
て
 

言
葉
 

さ
 

へ
 

出
で
 

ざ
り
 

し
 

を
、
 

姑
 

君
の
 

子
等
の
 

上
 

露
 

案
じ
ま
す
 

な
、
 

武
郞
も
 

我
等
 

も
 

あ
れ
ば
 

い
か
に
と
 

も
し
て
 

育
て
ん
 

程
に
、
 

養
生
 

を
 

こ
そ
 

專
 

一
と
し
て
 

と
く
 

歸
り
來
 

ま
せ
と
 

淚
の
 

中
に
 

も
 

雄
々
 

し
く
 

云
 

ひ
 

給
 

ひ
し
 

を
、
 

心
 

弱
き
 

我
れ
 

は
い
ら
へ
 

も
 

得
せ
す
、
 

聲
 

を
の
み
 

て
 

泣
き
 

居
 

た
る
 

を
、
 

我
が
 

母
上
の
 

傍
へ
 

よ
り
 

共
に
 

淚
 

流
し
 

給
へ
 

る
に
 

一
入
 

悲
し
う
な
 

り
つ
。
 

外
に
 

は
 

生
 

馬
の
 

君
の
 

a
 

"
や
 

行
き
 

給
 

ふ
 

時
な
 

り
と
 

高
 

く
 
呼
び
 
給
 
ふ
に
 
皆
 立
ち
上
り
た
り
。
 

あま 
市
の
 

端
れ
 

に
て
 

我
れ
 

を
 

送
ら
ん
 

と
 

行
 

光
、
 

敏
行
、
 

曉
 

ち
ゃ
ん
 

は
來
 

り
ぬ
。
 

元
日
の
 

朝
 

ま
だ
き
 

よ
り
に
 

は
か
に
 

發
 

熱
し
て
 

肺
炎
に
 

犯
さ
 

れ
 

病
床
に
 

暮
 

せ
し
 

行
 

光
の
 

い
ま
だ
 

足
 

立
た
 

で
婢
 

女
の
 

脊
に
負
 

は
れ
て
 

居
た
 

る
 

も
 

か
な
し
 

か
り
き
。
 

行
 

三
の
 

初
誕
生
 

一 
一
十
 

日
ば
 

か
り
 

過
 

ぎ
て
 

や
う
，
 

（
-
 

一
 

足
！
 

一
足
 

獨
り
 

歩
き
す
 

る
 

愛
ら
し
き
 

盛
り
と
 

な
れ
る
 

は
來
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

後
に
 

て
 

聞
け
ば
 

行
く
 

我
れ
 

の
 

幼
き
 

こ
の
 

子
に
 

心
 

引
か
れ
て
 

憂
 

ひ
の
 

雲
の
 

心
に
 

あ
ふ
れ
 

雨
と
 

も
な
ら
 

ば
 

猶
更
ら
 

に
つ
ら
 

か
ら
ん
 

と
て
 

折
か
ら
 

避
寒
に
 

來
給
 

ひ
し
 

信
 

子
の
 

君
の
 

許
に
 

つ
 

か
 

は
さ
れ
 

し
な
り
 

と
ぞ
。
 

子
等
 

は
 

母
の
 

今
日
よ
り
 

は
 

人
々
 

と
袂
 

分
ち
 

て
 

又
い
 

つ
 

の
 

日
に
 

遇
 

ふ
べ
き
 

事
の
 

あ
り
 

や
な
 

し
ゃ
も
 

知
ら
ぬ
 



げ
に
、
 

我
が
 

乘
る
 

自
動
 

卓
の
 

大
き
と
 

て
 

喜
び
 

笑
め
る
 

が
 

又
な
 

く
 

哀
れ
に
 

悲
し
 

か
り
 

つ
れ
 

ど
、
 

泣
か
 

じ
と
 

心
に
 

锊
 

へ
る
 

仆
 

つ
た
げ
 

に
 

笑
み
て
 

別
れ
ぬ
。
 

さ
は
れ
 

も
し
 

人
々
 

お
は
し
 

給
 

は
 

ざ
り
 

せ
ば
 

聲
の
 

か
ぎ
り
に
 

泣
き
し
 

な
る
べ
し
。
 

病
窒
は
 

痛
く
 

心
に
 

叶
へ
 

り
。
 

こ
-
は
 

世
の
常
の
 

夫
れ
 

と
 

は
異
り
 

部
屋
 

四
^
ば
 

か
り
に
 

廣
 

く
^
げ
な
る
^
 

殿
と
 

小
さ
き
-
 

S
 

つ
き
た
 

る
 

南
向
き
な
る
 

一
個
 

建
て
な
 

り
。
 

東
 

は
 

五
六
 

間
 

を
 

隔
て
 

& 
一
段
と
 

高
き
 

砂
丘
の
 

上
に
 

同
じ
^
の
^
 

あ
り
。
 

西
 

は
 

ra
: 

五
^
の
^
り
 

に
て
.
.
 

M
 

會
 

謝
絶
の
 

札
 

張
り
た
 

る
 

家
 

あ
り
。
 

前
後
 

は
 

土
地
 

一
 

帶
に
 

低
く
 

綠
 

茂
れ
る
 

松
の
 

林
に
 

し
て
 

そ
が
 

問
 

三
 

ra
: 

十
 

坪
ば
 

か
り
な
る
 

桃
の
 

林
の
 

あ
 

れ
ど
 

冬
枯
れ
の
 

枝
 

淋
し
 

か
り
き
。
 

我
が
 

床
 

は
 

南
向
き
た
 

る
八
疊
 

に
し
 

つ
ら
へ
 

あ
り
。
 

隣
り
 

の
 

八
疊
は
 

客
人
の
 

飮
^
せ
 

さ
せ
 

給
 

ふ
お
 

に
 

備
へ
 

つ
。
 

僅
か
の
 

荷
 

は
 

程
な
く
 

片
 

づ
き
て
、
 

冬
の
 

日
脚
の
 

い
と
 

短
く
て
、
 

早
 

や
 

四
時
と
 

な
り
け
れ
ば
、
 

母
^
^
の
^
 

は
 

歸
り
給
 

ふ
な
 

り
け
 

り
。
 

さ
ら
ば
と
 

脊
の
 

君
の
 

の
 

給
 

ひ
し
 

時
 

我
れ
 

を
 

哀
れ
み
 

給
 

ふ
 

御
 

心
の
 

强
く
 

や
お
 

は
し
け
む
 

我
が
 

面
 

を
 

だ
に
 

兑
給
は
 

ざ
り
 

き
。
 

玄
 

關
 

に
お
り
 

立
ち
 

給
 

ひ
し
 

時
 

我
れ
 

は
 

床
の
 

中
よ
り
 

母
君
に
 

何
や
ら
む
 

ざ
れ
 

言
 

云
 

ひ
し
が
 

今
 

は
 

忘
れ
つ
、
 

た
 

ビ 
高
ら
か
に
 

笑
 

ひ
 

給
へ
 

る
 

御
 

聲
 
の
み
 
耳
に
 
殘
 り
て
。
 

車
の
 

音
の
 

遠
の
 

く
 

を
き
 

乂
て
 

ほ
と
 

吐
息
 

は
も
れ
 

ぬ
。
 

あ
 

X 
是
れ
 

よ
り
 

ぞ
 

看
護
婦
と
 

た
 

^
二
人
き
 

り
な
る
 

我
が
 

淋
し
き
 

ぉ
院
の
 

生
沽
 

は
始
 
り
た
る
 
な
れ
。
 

そ
の
 

夜
の
 

夢
 

は
 

冷
く
 

悲
し
 

か
り
し
 

が
 

翌
日
よ
り
 

心
輕
 

う
な
り
し
 

を
覺
 

え
ぬ
。
 

年
改
 

り
た
る
 

そ
の
 

日
よ
り
 

行
 

光
の
 

熱
出
づ
 

る
^
 

n
 

よ
 

に
 

重
り
 

行
き
け
 

る
 

時
、
 

我
れ
 

も
 

亦
 

思
 

ひ
な
 

や
み
の
 

爲
 

め
か
 

熱
 

高
く
な
 

り
て
 

八
 

度
を
越
 

ゆ
る
 

事
 

日
^
な
 

り
き
。
 

七
お
 

過
ぐ
 

ろ
；
 

gw
.-
;;
 

小
よ
 

力
 

佐
々
 

木
 

博
士
 

や
う
/
 

\
 

に
 

来
り
 

見
舞
 

ひ
 

給
 

ひ
つ
。
 

と
く
 

平
 

嫁
な
る
 

病
院
に
 

來
 

ま
せ
と
の
 

み
に
 

て
 

歸
り
給
 

ひ
し
が
 
 

一 
口
を
^
へ
 

て
 

土
 

地
の
 

醫
師
の
 

君
の
 

來
 

ま
せ
る
 

折
 

我
が
 

病
の
 

如
何
な
る
 

か
 

を
 

問
 

ひ
ま
 

ゐ
ら
 

せ
ぬ
。
 

醫
師
の
 

君
 

は
 

面
く
 

も
ら
せ
て
 

肺
の
 

方
い
 

さ
、
 

か
^
^
 

給
へ
 

る
 

や
う
 

博
士
の
 

君
の
 

給
 

ひ
き
と
 

云
 

ひ
 

給
 

ひ
ぬ
。
 

さ
れ
 

ど，
， 

（\
 

そ
の
 

時
よ
、
 

わ
が
 

胸
 

は
ふ
る
 

は
 

ざ
り
 

き
 

。
こ
 

は
 

我
が
 

肋
 

股
れ
 

め
し
 

時
 

よ
り
 

三
ケ
 

n
 

の
 

間
 

常
に
 

思
 

ひ
 

煩
 

ひ
 

疑
 

ひ
ゐ
し
 

事
な
 

り
け
れ
ば
 

な
ら
む
。
 

醫
師
の
 

君
 

は
 

眼
 

を
 

ふ
せ
て
 

こ
の
 

病
 

さ
ま
で
 

恐
る
べ
き
 

に
あ
ら
 

松
蟲
 
 

；A
 

1 
1 



^
鳥
 

武
郞
 

全
集
 
笫
五
卷
 
 

五
 

ニ
ー
 

す
 

醫
藥
の
 

進
歩
 

は
 

不
治
と
 

云
 

は
れ
し
 

こ
の
 

病
 

を
 

も
醫
す
 

程
に
 

な
り
た
れ
ば
 

力
落
し
 

給
 

ひ
そ
。
 

ま
し
て
 

や
 

君
の
 

は
さ
し
て
 

重
き
に
 

あ
ら
 

ざ
れ
ば
 

と
の
 

給
 

ひ
ぬ
。
 

我
れ
 

は
 

疾
く
覺
 

悟
せ
 

し
 

所
な
 

り
け
れ
ば
 

悲
し
く
 

も
 

思
 

は
す
。
 

數
月
を
 

尼
寺
に
 

籠
る
 

心
地
に
 

て
 

心
身
の
 

修
養
に
 

つ
と
め
 

申
す
べ
し
 

と
ほ
 

\
ゑ
 

め
ば
、
 

さ
な
り
 

病
み
 

給
 

ふ
 

は
 

後
々
 

の
よ
 

き
い
 

ま
し
め
 

と
も
 

修
養
 

と
も
な
り
 

給
 

は
ん
。
 

か
の
 

地
に
 

あ
り
 

給
 

は
ん
 

間
 

は
 

書
に
 

親
し
み
 

給
へ
。
 

强
き
 

人
の
 

傳
記
 

な
ど
 

讀
み
給
 

は
ん
 

事
 

こ
そ
 

願
 

は
し
け
れ
、
 

小
 

說
の
類
 

ひ
 

は
よ
 

ろ
し
 

か
る
 

ま
じ
と
 

敎
へ
 

給
 

ひ
ぬ
。
 

こ
の
 

醫
！
：
 

の
 

君
 

も
 

同
じ
 

病
に
 

犯
さ
れ
 

給
 

ひ
 

五
 

年
 

を
 

こ
の
 

海
岸
に
 

過
ご
し
 

給
 

ひ
し
と
 

聞
け
 

ど
、
 

よ
く
 

肥
へ
 

て
 

か
-
 

T 
る
 

事
の
 

あ
 

り 
給
 

ひ
し
と
 

も
 

見
え
す
。
 

さ
れ
ば
 

こ
そ
 

我
れ
 

に
對
 

し
て
も
 

情
の
 

厚
く
 

お
は
し
ま
す
 

な
り
。
 

げ
に
此
 

時
の
 

我
が
 

心
 

こ
そ
 

は
、
 

い
と
 

强
 

き
も
の
な
 

り
 

け
れ
。
 

幼
 

か
り
し
 

頃
、
 

い
と
 

强
く
 

忍
ぶ
 

心
の
 

深
 

か
り
し
 

と
、
 

ば
あ
や
の
 

常
に
 

人
に
 

誇
り
し
 

が
 

年
 

重
ね
て
 

は
 

却
て
 

か
-
"
 

る
 

心
の
 

何
處
 

に
か
 

姿
を
消
し
て
 

弱
き
 

女
と
 

な
り
け
 

む
 

や
う
 

思
 

ひ
な
り
 

し
が
、
 

そ
の
 

心
 

我
れ
 

に
 

S
 

り
來
 

に
け
 

む
、
 

强
く
 

な
り
て
 

今
や
 

我
れ
 

は
戰
 

ひ
の
 

門
出
 

ぞ
、
 

生
く
 

る
か
 

死
ぬ
 

る
か
 

我
れ
 

は
 

知
ら
す
、
 

恐
る
べ
き
 

こ
の
 

病
魔
と
の
 

一
 

騎
 

打
ち
に
 

は
、
 

博
士
 

を
 

は
じ
め
 

醫
師
の
 

君
達
の
 

助
太
刀
と
、
 

知
れ
る
 

限
り
の
 

か
た
ぐ
 

の
暧
き
 

情
の
 

盾
と
、
 

必
す
 

勝
た
ん
 

と
 

誓
へ
 

る
 

我
が
 

精
神
の
 

信
仰
に
 

て
 

勝
利
の
 

幸
 

を
 

得
む
。
 

よ
し
や
 

我
れ
 

敗
る
 
 

>-
 

と
も
、
 

そ
 

は
 

天
命
の
 

如
何
 

と
も
な
し
 

得
べ
 

か
ら
ぬ
 

こ
と
な
れ
ば
、
 

悲
し
む
 

事
 

あ
ら
 

じ
と
 

ぞ
思
 

ひ
ぬ
。
 

さ
れ
 

ど
、
 

た
ら
ち
 

ね
 

脊
の
君
 

は
、
 

我
れ
 

を
い
 

と
ほ
し
 

と
 

思
 

ひ
 

給
 

ひ
、
 

我
れ
 

は
ま
た
 

し
か
 

思
 

ひ
 

給
 

ふ
 

御
 

心
の
 

程
 

を
 

思
 

ひ
ま
 

ゐ
ら
 

せ
、
 

又
は
 

幼
き
 

子
等
の
 

上
 

を
 

忍
び
て
 

は
さ
す
 

が
に
 

淚
 

流
る
 

&
時
も
 

あ
り
し
 

が
、
 

知
れ
る
か
た
-
^
の
見
舞
 

ひ
に
 

來
り
給
 

ふ
 

を
 

見
る
 

に
つ
け
、
 

恐
ろ
し
き
 

病
の
 

か
.
^
 

る
 

方
々
 

に
も
 

及
び
、
 

我
れ
 

と
 

同
じ
き
 

苦
し
み
に
 

あ
 

ひ
 

給
 

ふ
 

事
な
 

ど
 

あ
ら
ん
 

は
 

堪
 

へ
が
た
く
て
、
 

と
く
/
,
 

\
と
急
 

ぎ
て
 

此
 

所
に
 

来
り
し
 

な
れ
ば
、
 

I
 

日
八
囘
 

の
檢
溫
 

さ
へ
、
 

三
十
 

七
 

度
を
越
 

ゆ
る
 

こ
と
 

は
 

稀
れ
 

に
な
 

り
ぬ
。
 

か
く
し
て
 

二
月
 

は
 

事
な
 

く
 

過
ご
し
 

\ 
が
 

鎌
 

倉
に
 

子
等
と
 

共
に
 

住
 

ひ
 

給
へ
 

る
 

脊
の
君
 

は
い
た
く
 

や
つ
れ
 

給
 

ひ
ぬ
。
 

さ
も
 

あ
り
 

給
 

は
め
。
 

東
西
 

さ
 

へ
 

わ
き
 

ま
 

へ
ぬ
 

三
人
の
 

幼
兒
の
 

世
話
と
 

病
み
た
 

る
 

妻
と
 

を
 

か
、
 

へ
 

給
へ
 

る
 

上
に
 

猶
 

は
ら
か
ら
 

友
垣
 

又
は
 

敎
へ
 

子
の
 

上
に
 

つ
き
 



て
 

も
 

案
じ
 

給
 

ふ
 

事
 

あ
り
 

た
れ
ば
 

な
り
。
 

(
中
略
)
 

か
、
 

る
贲
き
 

夫
 

持
ち
た
 

る
 

我
れ
 

は
 

幸
な
 

り
，
 

さ
る
に
 

我
れ
 

は
 

夫
に
 

ふ
さ
 

は
し
か
ら
ぬ
^
 

な
り
き
。
 

お
ぼ
ろ
 

夜
の
う
 

す
喑
き
 

世
界
に
 

あ
り
て
 

晴
れ
た
 

る
 

笑
し
 

き
 

白
日
 

を
 

知
ら
す
 

み
め
 

醜
く
 

心
 

不
具
に
 

し
て
^
 

を
お
 

さ
む
べ
き
 

お
 

に
 

疎
く
、
 

子
等
 

育
つ
 

る
 

道
に
 

暗
く
 

> 
我
が
 

ふ
む
 

ベ
 

臭
 

I
 

を
 

だ
に
 

S
 

惑
へ
 

i
 

に
し
て
 

我
れ
 

な
が
ら
^
 

變
赛
 

き
い
な
 

む
 

取
り
柄
な
 

き
も
の
な
 

る
に
 

脊
の
君
 

そ
の
 

我
れ
 

を
 

だ
に
 

扮
て
給
 

は
で
 

こ
よ
な
 

く
 

愛
で
 

給
 

ふ
な
り
 

け
り
。
 

^
き
ょ
り
^
 

を
ば
 

林
し
 

と
^
 

む
 

世
 

を
ば
 

い
つ
は
り
 

の
 

火
 

車
に
 

て
、
 

こ
の
 

車
の
 

上
に
 

居
つ
、
 

熱
か
ら
 

ぬ
 

顔
し
て
 

つ
く
り
 

笑
ま
 

ひ
す
る
 

を
 

人
と
 

は.
. 

ム
 

ふ
な
ら
 

め
な
 

ど
 

と
か
 

こ
ち
し
 

身
 

も
、
 

こ
の
 

君
に
 

よ
り
て
 

こ
そ
 

眞
の
世
 

を
 

垣
間
^
、
 

人
の
 

情
の
 

厚
き
 

を
 

知
り
ぬ
。
 

人
の
 

世
の
 

だ
の
 

凡
て
の
 

我
れ
 

ヶ
^
つ
 

る
と
 

も
 

君
の
 

み
は
 

我
れ
 

を
 

拾
て
 

給
 

ふ
ま
 

じ
。
 

限
り
 

知
ら
れ
ぬ
 

そ
の
 

愛
 

を
^
 

ふ
 

時
、
 

い
と
 

小
さ
き
 

こ
の
 

身
 

だ
に
 

い
 

た
づ
ら
 

に
 

は
な
し
 

も
 

き
 

心
地
し
て
、
 

愛
の
 

む
く
い
に
 

我
れ
 

は
 

世
に
 

人
ら
 

し
き
も
の
 

と
な
り
て
 

脊
 

の
^
と
 

子
等
に
 

よ
き
 

妻
よ
 

よ
き
 

母
よ
 

と
 

敬
 

は
れ
ん
 

H
 

の
來
 

よ
と
ば
 

か
り
 

心
 

を
 

研
 

か
ば
 

や
と
 

思
 

ひ
 

定
め
ぬ
。
 

こ
 

&
に
來
 

り
て
 

よ
り
 

は
 

何
一
つ
 

自
ら
な
 

す
 

事
 

も
な
 

く
 

王
妃
の
 

如
く
 

人
に
 

か
 

し
づ
か
る
 

る
 

こ
の
 

身
 

こ
そ
 

自
由
な
ら
 

ざ
れ
、
 

終
日
の
 

時
の
 

凡
て
 

は
 

自
由
な
る
 

我
心
の
 

も
の
な
 

り
。
 

さ
れ
ば
 

今
 

こ
そ
 

は
よ
 

き
修
 

お
の
 

時
な
ら
 

め
：
 

さ
な
り
/
 

\
 

こ
の
^
 

こ
そ
 

は
 

神
の
 

我
れ
 

を
 

憐
れ
み
 

給
 

ひ
し
^
み
 

の
 

一
 

つ
な
れ
ば
、
 

苻
 

の
^
は
し
 

め
た
ら
 

ち
ね
 

は
ら
か
ら
 

我
が
 

子
 

や
に
 

は
す
ま
す
 

と
 

思
へ
 

ど
 

我
れ
 

を
ば
 

硏
 

き
て
 

病
い
 

え
ん
 

日
 

生
れ
 

變
 

り
て
 

世
に
出
 

づ
る
^
 

に
よ
り
て
 

限
り
 

知
ら
れ
ぬ
 

御
 

恩
返
し
の
 

一
；
 

と
も
 

な
ら
ん
 

と
そ
の
 

頃
の
 

我
れ
 

は
 

思
 

ひ
し
な
 

り
。
 

さ
な
り
 

脊
の
 

君
の
 

強
き
 

愛
 

と
^
ひ
の
 

苦
痛
 

は
 

幾
年
 

月
 

を
 

眠
り
し
 

我
が
 

心
 

を
ば
 

か
く
し
て
 

呼
び
 

さ
ま
し
た
 

る
な
 

り
。
 

(
中
略
〕
 や

が
て
 

冷
き
 

病
院
に
 

も
暖
き
 

春
の
 

女
神
 

は
 

御
 

乎
 

垂
れ
 

給
 

ひ
、
 

細
り
し
 

我
が
身
の
 

ち
と
 

肉
付
き
て
 

體
量
 

の
い
 

く
ば
く
 

を
か
^
 

し
お
り
，
 

人
々
 

は
呰
 

喜
び
 

給
 

ひ
つ
。
 

脊
の
君
 

は
わ
が
 

病
 

怠
り
た
 

る
^
に
 

一
 

ま
 

づ
札
幌
 

の
 

家
 

か
た
づ
け
に
 

と
て
 

出
立
ち
 

給
 

ひ
ぬ
。
 

^
は
^
の
.
.
.
、
，
；
 

ど
か
な
る
 

に
 

陸
 

奥
の
 

花
卷
 

な
ど
 

雪
の
 

花
 

ま
く
 

御
 

寒
さ
と
 

し
 

聞
け
ば
、
 

北
の
 

は
て
 

如
何
ば
 

か
り
 

御
 

荷
作
り
な
 

ど
 

御
^
く
 

お
は
し
^
 

し
 

松
 
蟲
 
 

：ム
 

一 
三
 



有
 
鳥
武
郞
 
全
集
^
 
五
卷
 
 

五
一
 
四
 

め
と
 
鶯
の
聲
 
を
 聞
く
 
に
も
 
春
風
の
 
暖
き
 
に
つ
け
て
も
 
御
上
の
 
み
 思
ひ
暮
 
せ
し
 
に
、
 

一
 月
 
ほ
ど
に
 
て
 健
 か
な
る
 
御
 姿
に
 
接
し
 
ま
 
ゐ
ら
せ
 

し
 
我
が
 
喜
び
 
は
强
 
か
り
し
 
が
、
 
そ
の
 
頃
よ
り
 
我
れ
 
は
 胃
 
を
 損
ね
つ
、
 
暧
き
 
頃
に
 
し
あ
れ
ば
、
 
庭
の
 
そ
^
-
ろ
 
歩
き
 
許
し
 
給
 は
ら
ば
 
と
 
願
 

ひ
し
 
心
 通
 
ひ
て
 
か
 夫
れ
 
も
 
叶
 
ひ
、
 
晴
れ
た
 
る
 
日
に
 
は
 松
の
 
綠
 茂
れ
る
 
中
 を
 白
衣
の
 
人
と
 
共
に
 
そ
に
 
ろ
 歩
き
す
 
る
に
 
至
り
ぬ
。
 
院
長
の
 

君
 は
 痛
く
 
草
花
 
を
 愛
で
 
給
 
ひ
、
 溫
室
、
 
花
園
、
 
茱
園
 
な
ど
 
作
り
 
樂
 し
み
 
給
 
へ
 ば
、
 

一
 週
に
 
二
度
 
づ
 
- 
訪
れ
 
給
 
ふ
 折
 は
 朝
と
 
く
よ
り
 
か
れ
 

こ
れ
と
 
S- 手

入
れ
せ
 
さ
せ
 
給
 
ふ
が
 
故
、
 花
園
 
は
さ
し
て
 
廣
 し
と
に
 
は
 あ
ら
ね
 
ど
，
 
じ
ん
ち
 
や
う
 
じ
の
 
高
き
 
香
の
 
人
の
 
心
 を
 
そ
.
^
 
り 
行
く
 

を
 初
め
と
 
し
綠
 
深
き
 
松
の
木
の
 
問
の
 
濃
き
 
紅
の
 
桃
の
 
花
、
 
あ
る
 
は
 
彼
岸
 
櫻
の
 
匂
 
こ
ぼ
る
-
、
 

木
の
 
下
 か
げ
に
 
ぼ
け
の
 
愛
ら
し
く
 
唤
き
 

た
る
、
 
白
 薔
薇
 
紅
 薔
薇
の
 
王
女
の
 
如
く
に
 
ほ
ひ
 
笑
み
た
 
る
、
 
あ
る
 
は
 
四
季
 
櫻
ち
 
り
 
行
く
 
頃
 を
 
ゆ
か
り
の
 
色
の
 
花
 あ
や
め
 
池
の
 
み
ぎ
 
は
 

に
唤
き
 
出
で
 
た
る
，
 
ま
た
は
 
山
吹
の
 
風
情
 
や
さ
し
く
 
ほ
こ
ろ
び
 
た
る
、
 
棚
 も
 
あ
 
ふ
る
 

\ 
藤
 浪
の
 
ゆ
か
り
の
 
人
の
 
足
 を
と
 
ぐ
め
 
山
邊
の
 

つ
 
\
ぢ
 
色
と
 
り
.
^
 
に
き
 
ほ
へ
 
る
な
 
ど
 
い
づ
れ
 
も
め
で
 
た
か
ら
ぬ
 
は
 
あ
ら
す
。
 
げ
に
 
自
然
の
 
力
の
 
尊
き
 
事
 か
な
。
 
雨
 晴
れ
の
 
御
.
 S
 に
 

か
 
X 
る
 美
し
き
 
虹
の
 
色
 を
黑
き
 
土
よ
り
 
生
れ
 
出
で
 
\
唉
 
く
 
草
木
の
 
花
の
 
上
に
 
な
が
め
、
 
風
 吹
か
ば
 
そ
 
\ 
り
 
立
つ
 
大
木
 
小
 木
の
 
枝
 を
 
ま
 

ぢ
へ
葉
 
づ
れ
の
 
音
た
 
て
 
X 
さ
 
\ 
や
 く
や
 
何
な
 
ら
ん
。
 
或
は
 
小
鳥
の
 
高
く
 
低
く
 
枝
よ
り
 
枝
に
 
飛
び
 
か
ひ
ち
 

\ 
と
戲
れ
 
遊
べ
る
、
 

又
は
 
軒
 

の
 雨
水
 
や
さ
し
き
 
歌
 を
う
た
 
ふ
に
 
似
た
 
る
が
 
枕
に
 
ひ
 
V 
く
 
遠
音
の
 
浪
の
 
ひ
ぐ
 
き
に
 
通
 
ふ
も
う
れ
 
し
。
 

こ
 
\ 
に
來
 
り
て
 
よ
り
 
友
 も
な
 
き
 

身
に
 
し
あ
れ
ば
、
 
散
り
 
來
る
 
花
の
 

一
 ひ
ら
に
 
も
 
小
さ
き
 
羽
蟲
の
 

一
 つ
に
 
も
 友
の
 
如
き
 
心
地
 
せ
ら
れ
て
、
 
物
と
 
し
て
 
我
が
 
愛
の
 
そ
 
\ 
が
れ
 

ぬ
 は
な
 
か
り
き
。
 
殊
に
し
 
の
&
 
め
の
 
空
、
 東
の
 
方
よ
り
 
紅
の
 
色
 
ひ
ろ
 
ご
り
 
ゆ
き
て
、
 
紫
の
 
夜
の
 
か
つ
ぎ
 
ま
だ
ぬ
 
ぎ
 
や
ら
ぬ
 
松
原
 
も
れ
て
 

朝
の
 
日
 
我
が
 
世
 照
す
 
時
に
 
こ
そ
 
病
 癒
え
た
 
る
 心
地
の
 
し
て
、
 
大
 な
る
 
力
 
は
 小
さ
き
 
心
に
 
滿
ち
ぁ
 
ふ
る
 
X
。
 
あ
 
\ 
太
陽
、
 
太
陽
 
こ
そ
 
は
 我
 

れ
を
勵
 
ま
し
 
慰
め
 
あ
る
 
は
粳
ち
 
あ
る
 
は
 叉
淚
を
 
笑
み
に
 
解
き
て
 
ぞ
 散
ら
す
、
 
我
れ
 
に
こ
よ
 
な
き
 
友
に
 
ぞ
 あ
り
け
 
る
。
 

夏
 
 

(
こ
の
 

以
下
 

缺
文
)
 



一
度
 

は
こ
ん
 

な
 

醜
い
 

き
た
な
い
 

自
分
の
 

か
ら
だ
で
 

も
 

子
供
達
 

や
 

あ
な
た
 

や
 

御
 

兩
親
樣
 

の
 

も
の
 

X 
や
う
に
 

S
 

つ
て
、
 

一
し
 

こ
お
 

に
も
 

致
し
ま
し
て
 

强
 

く
な
 

つ
て
 

是
非
な
 

ほ
し
ま
ず
 

と
 

1
1
 

來
も
 

の
ぞ
か
す
 

に
 

現
在
に
ば
 

か
り
 

住
っ
て
 

努
力
 

致
し
ま
し
た
 

け
れ
ど
も
 

天
 

命
に
 

は
 

勝
て
ま
せ
ん
。
 

今
 

は
た
^
 

其
 

時
々
 

を
 

好
き
な
 

事
 

を
 

思
 

ひ
 

好
き
な
 

事
 

を
し
て
 

暮
 

し
て
 

居
ま
す
。
 

勾
 

體
ょ
ヒ
 

と
な
る
と
ん
，
 

鬼
 

は
 

亡
び
す
 

に
あ
な
 

た
や
 

子
 

佻
 

達
 

を
 

守
る
 

で
せ
 

う
。
 

丈
夫
に
 

も
 

な
れ
な
い
で
 

こ
う
し
て
 

生
き
な
が
ら
 

お
世
^
^
に
 

な
り
 

ま
广
 

ょ
ク
、
 

し
て
 

呰
樣
 

を
お
 

守
り
す
 

る
 

事
の
 

出
來
る
 

方
が
 

う
れ
し
う
 

御
座
い
ま
す
。
 

そ
う
 

思
 

ひ
ま
す
 

と
 

死
が
 

樂
 

し
み
で
 

御
お
 

い
ま
す
。
 

一
 

ー
、
，
_
 

く
樂
 

し
く
 

な
れ
る
 

事
 

を
 

望
ん
で
 

居
り
ま
す
。
 

二
月
 
九
日
 
 

* 

あ
、
 

淋
し
い
 

夜
で
す
 

事
。
 

た
ビ
 

淋
し
い
 

ぐ
と
 

い
ふ
よ
り
 

外
に
 

言
葉
の
 

な
い
 

ほ
ど
 

淋
し
い
 

夜
で
す
。
 

あ
さ
の
 

体
し
 

さ
！
.
 

お
 

ふ
こ
と
 

が
出
來
 

や
う
、
 

私
と
 
 

一 
f
E
;
 

早
く
く
 

樂
 

し
い
 

あ
の
世
に
 

行
っ
て
 

し
ま
い
た
い
。
 

そ
こ
で
 

も
私
§
 

ひ
に
，
 

し
き
 

〇 

入
日
が
 

殘
ん
の
 

光
 

を
 

あ
の
 

こ
ん
 

も
り
し
た
 

松
林
の
 

f
 

に
な
げ
 

か
け
て
 

夕
風
が
 

淋
し
く
 

ま
 

1
1
1
 

に
 

は
 

知
ら
す
^
 

や
し
ま
 

い
と
 

鬼
っ
て
 

ゐ
る
 

過
去
 

未
来
 

を
^
い
て
 

し
ま
 

ふ
 

事
が
 

あ
り
ま
す
。
 

そ
し
て
 

何
と
も
 

云
 

ひ
や
う
 

の
な
い
 

淋
し
 

さ
が
 

ひ
し
く
 

と
な
 

こ
お
 

つ
て
—
 

こ
ん
な
 

淋
し
 

さ
は
 

病
氣
 

前
ま
で
 

曾
て
 

味
っ
た
 

事
が
な
い
 

も
の
で
す
—
 

深
い
ぐ
 

^
底
ま
で
 

f
 

こ
ん
だ
 

や
う
た
 

さ
 

力
い
た
 

し
ま
す
 

あ
 

I
 

六
 

ヶ
月
 

餘
と
云
 

ふ
 

も
の
こ
う
 

し
た
 

一
人
の
 

淋
し
い
 

暮
 

し
の
 

中
に
 

こ
う
 

云
 

ふ
 

淋
し
 

さ
み
し
 

さ
そ
 

力
て
；
、
 

i
 

松
蟲
 
 
 



有
 
鳥
武
郞
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

S
1
 
六
 

し
た
。
 
何
時
ま
で
 
私
 は
こ
う
し
て
 
臥
た
 
た
な
り
 
に
暮
 
さ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
の
で
せ
 
う
。
 
こ
の
 
後
 何
時
ま
で
？
 

こ
う
^
 
ふ
 時
 私
 は
 

悲
し
く
な
 
り
 
又
 
一
 番
 淋
し
く
な
 
り
ま
す
。
 

運
命
 
は
 私
 を
な
 
ぶ
っ
て
 
く
 
い
ぢ
め
 
ぬ
い
た
 
揚
句
 
死
の
 
谷
に
 
落
さ
う
 
と
し
て
 
居
る
 
の
で
 
は
な
い
で
 
せ
う
 
か
。
 
私
 は
 死
の
 
谷
 は
 今
 は
 

も
う
 
恐
れ
ま
せ
ん
。
 
た
^
こ
の
 
な
ぶ
ら
れ
る
 
苦
し
み
が
 
堪
 
へ
が
た
い
 
の
で
す
。
 
け
れ
ど
 
一
寸
先
き
 
は
喑
 
で
す
。
 
五
分
 
後
の
 
自
分
の
 
運
 

命
 
一
 分
 後
の
 
運
命
 
さ
 
へ
 わ
か
ら
な
 
い
の
で
す
 
も
の
。
 
や
つ
ば
 
り
 
凡
て
 
を
此
ぃ
 
た
づ
ら
 
も
の
 

& 
運
命
に
 
ま
か
せ
て
 
置
く
 
よ
り
 
仕
方
が
 
あ
 

り
ま
せ
ん
。
 
私
の
 
運
命
？
 

ど
ん
な
 
運
命
が
 
私
 を
 待
っ
て
 
居
る
 
で
あ
り
 
ま
せ
う
"
 

1 
一
月
 

十
六
 

日
夕
 

〇 

私
 は
や
つ
 
ば
り
 
偽
善
者
だ
っ
た
。
 
病
氣
 
に
な
っ
て
 
か
ら
 
十
六
 
ヶ
月
 
餘
 り
と
 
い
ふ
 
も
 
〇
 私
の
 
心
 は
 何
と
い
 
つ
て
も
 
淋
し
い
 
つ
ら
い
 
も
 

の
で
あ
っ
た
。
 
そ
し
て
 
樂
 し
み
と
 
か
偷
 
快
と
 
か
い
ふ
 
事
 は
 
一
 つ
も
な
か
っ
た
。
 
は
か
な
 
さ
に
 
悲
し
 
さ
に
 
泣
く
 
事
 も
あ
っ
た
。
 
そ
れ
 
を
 

負
け
ぬ
 
氣
の
 
私
の
 
心
 は
い
つ
 
も
 
強
く
 
見
ら
れ
た
い
 
ば
っ
か
り
に
 
人
前
で
 
は
い
つ
 
も
に
 
こ
く
と
 
笑
っ
た
り
、
 
笑
談
を
 
云
っ
て
 
騷
 
い
で
 

見
た
り
、
 
偉
そ
う
 
な
 事
 を
 
云
っ
て
 
强
 
が
っ
て
 
見
た
り
 
し
て
 
居
た
。
 
大
 う
そ
つ
き
 

者：：： 
け
れ
ど
 
今
の
 
私
 は
 偽
善
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
.
"
 

ほ
ん
と
う
に
 
心
か
ら
 
悲
し
く
 
も
な
 
く
 
恐
ろ
し
 
く
も
な
く
 
上
べ
 
に
 見
え
る
 
通
り
の
 
私
で
す
。
 
こ
れ
で
 
こ
そ
 
私
 は
ほ
ん
と
 
う
に
 
う
れ
し
い
 

の
で
す
。
 

ほ
ん
と
う
に
 

私
に
 

な
れ
た
の
 

で
す
。
 

1 一
月
 十
七
 
日
晝
 



ま
だ
 

行
 

光
の
 

生
れ
な
い
 

頃
 

或
 

日
 

〇
〇
 

さ
ん
が
 

来
ら
れ
て
 

御
 

一
 

緖
に
食
 

喜
 

を
し
た
 

時
 

〇
〇
 

さ
ん
が
 

「
細
君
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
こ
ん
 

な
に
い
 

& 
も
の
な
ら
 

な
ぜ
 

も
っ
と
 

早
く
 

貰
は
な
か
っ
た
 

ら
う
と
 

君
 

は
 

a
 

つ
た
 

か
い
 

」
 

と
 不
 遠
慮
に
 
も
 卬
 有
っ
た
。
 

「
細
君
の
 

前
で
 

そ
ん
な
 

事
 

聞
く
 

人
が
 

あ
る
 

も
の
 

か
ね
 

％
 

て
り
 

や
い
、
 

事
 

も
 

あ
り
 

惡
ぃ
事
 

も
 

あ
り
さ
。
 

先
生
 

も
 

大
分
 

煩
^
し
た
ん
.
 

ヒ
ょ
」
 

と
 

夫
 

は
 

云
 

は
れ
た
ら
 「
そ
う
か
な
」
 

と
 

二
人
で
 

お
 

笑
 

ひ
に
 

な
っ
て
 

し
ま
っ
た
。
 

私
 

は
ほ
ん
と
 

う
に
 

恥
し
 

さ
と
 

悲
し
 

さ
で
 

泣
き
た
 

く
な
 

つ
て
し
 

ま
っ
た
。
 

數
 

年
後
 

又
 

司
 

じ
 

を
 

獨
 

身
の
 

方
か
ら
 

し
て
 

ほ
し
い
。
 

そ
の
 

時
 

夫
 

は
 

「
細
君
 

は
 

中
 

々
い
^
-
も
 

の
さ
。
 

君
 

も
 

早
く
 

結
婚
し
 

給
へ
 

| 

と
 

仰
 

有
る
 

や
う
に
 

私
 

は
な
り
た
い
。
 

そ
れ
 

は
 

私
の
 

心
が
け
 

一
 

つ
。
 

必
 

す
そ
う
 

云
 

は
れ
る
 

も
の
に
 

な
ら
う
 

と
、
 

お
ぼ
つ
か
な
 

い
や
う
な
 

望
 

を
^
て
 

努
力
し
て
 

は
 

ゐ
る
私
 

だ
が
 

も
う
 

今
で
は
 

そ
の
 

努
力
 

も
 

無
駄
で
 

あ
ら
う
。
 

「
死
」
 

と
い
 

ふ
 

一
 

つ
の
 

者
が
 

眼
の
 

前
に
 

私
 

を
な
 

つ
て
 

居
る
 

ば
か
り
 

だ
も
の
 

を。
 

〇 

長
い
間
 

深
き
 

眠
り
に
 

落
ち
て
 

居
た
 

私
の
 

心
 

は
 

安
子
 

安
子
と
 

呼
び
 

給
 

ふ
な
つ
 

か
し
い
 

聲
と
、
 

マ 
、
と
 

呼
ぶ
 

愛
ら
し
の
 

聲
と
 

に
よ
っ
て
 

や
う
/
 

\
 

目
 

ざ
め
 

か
.
^
 

つ
て
 

居
る
。
 

う
れ
し
い
 

事
で
 

あ
る
。
 

夫
の
 

も
の
と
 

な
っ
た
 

私
 

は
 

凡
て
 

自
由
に
せ
 

よ
と
 

云
 

は
れ
た
。
 

自
由
に
と
 

云
 

は
れ
る
 

と
 

私
 

は
 

K
 

任
 

を
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

あ
ら
れ
な
か
っ
た
 

力
 

愚
 

力
な
 

私
 

は
お
 

ぼ
ろ
げ
 

な
 

行
 

手
の
 

光
 

を
 

目
 

あ
て
に
 

ふ
ら
/
.
 

\ 
と
 

呑
氣
な
 

日
暮
し
 

を
し
て
 

居
た
 

の
に
、
 

夫
 

は
^
を
 

叱
る
 

亊
は
 

as
 

か
、
 

蟲
 
 

五
 

一 
七
 



有
鳥
武
 
郞
仝
蕖
 

第
五
 
卷
 
 

五
 
一 八

 

い
や
な
 
顏
ー
 
つ
 見
せ
た
 
事
は
な
か
っ
た
。
 

あ
る
 
年
の
 
夏
 生
 馬
 君
が
 
札
幌
に
 
来
ら
れ
た
 
折
抦
、
 
都
で
 
心
安
く
 
し
て
 
居
た
 
友
 も
 
亦
 札
幌
に
 
来
ら
れ
て
、
 

一
夜
 共
に
 
私
の
 
家
で
 
食
事
 

を
さ
れ
 
た
。
 
食
後
^
 
は
 紅
茶
 
を
 
入
れ
て
 
持
っ
て
行
か
 
う
と
 
立
 上
る
 
拍
子
に
 
つ
り
 
ラ
ン
プ
に
 
頭
 を
ぶ
 
つ
け
て
 

ラ 
ン
プ
は
 
音
と
 
共
に
 
疊
に
 

燃
え
つ
 
い
た
。
 
私
 は
す
ぐ
 
女
中
に
 
次
の
間
の
 
赤
子
 
を
 抱
い
て
 
逃
げ
る
 
や
う
に
 
と
 命
じ
た
 
が
、
 
火
事
に
 
は
な
る
 
ま
い
と
 
思
っ
た
。
 
そ
の
 

音
に
 
お
 座
敷
か
ら
 
三
人
 
走
せ
 
つ
け
ら
れ
た
 
時
、
 
書
生
 
は
 女
中
 
部
屋
か
ら
 
蒲
 圑
を
取
 
出
し
て
 
か
ぶ
せ
て
 
消
し
た
。
 
ホ
ッ
と
 
一
同
 
安
心
し
 

て
お
 
客
樣
 
は
お
 
座
敷
に
 
も
ど
ら
れ
、
 
赵
は
 
紅
茶
 
を
 
入
れ
な
 
ほ
し
て
 
出
た
。
 
夫
 は
 何
の
 
さ
わ
ぎ
が
 
今
す
 
ぐ
 
前
に
 
起
っ
た
 
か
も
 
知
ら
な
い
 

や
う
に
 
こ
&
ろ
 
よ
く
 
話
し
て
 
ゐ
る
。
 
か
ん
し
ゃ
く
も
ち
の
 
人
な
ら
 
ば
 客
の
 
前
 も
 
か
ま
わ
す
 
に
 妻
 を
 
叱
る
 
で
あ
ら
う
。
 
け
れ
ど
も
 
夫
 は
 

「
怪
我
 
も
せ
す
 
に
よ
か
っ
た
 
ね
」
 
と
ほ
.
^
 
ゑ
ん
だ
-
け
で
、
 
客
の
 
歸
 
つ
た
 
後
 も
 
何
の
お
 
言
葉
 
も
な
か
っ
た
。
 

生
 馬
さ
ん
 
は
 翌
日
 
「
兄
 
さ
 

ん
 は
ほ
ん
と
 
に
 怒
ら
な
い
 
方
で
す
 
ね
。
 
姉
さ
ん
 
は
 叱
ら
れ
た
 
事
 は
な
い
で
 
せ
う
 
ね
」
 
と
 
云
 は
れ
た
。
 

あ
 
\ 
全
く
 
私
 は
 
叱
ら
れ
た
 
事
は
な
か
っ
た
。
 

私
が
 
ど
ん
な
に
 
そ
.
^
 
う
し
た
 
時
で
 
も
 
何
時
も
 
唯
 笑
っ
て
居
ら
る
 

X 
ば
か
り
 
か
、
 
家
政
 

の
 事
 食
物
の
 
事
に
 
つ
い
て
 
さ
へ
、
 
た
^
の
 
一
言
 
も
 
不
平
 
を
き
 
か
な
か
っ
た
。
 

夫
の
 
友
達
で
 
實
 
に
よ
く
 
家
政
の
 
事
よ
り
 
食
物
の
 
事
ま
で
 

自
身
 
奥
様
に
 
敎
へ
 
も
し
、
 
お
か
げ
ん
 
ま
で
 
見
て
 
あ
げ
る
 
程
に
 
よ
く
 
世
話
 
を
 
や
い
て
 
奥
様
 
を
よ
 
く
敎
 
育
し
て
 
い
ら
っ
し
ゃ
る
 
方
が
 
あ
る
。
 

そ
し
て
 
細
君
 
を
敎
 
育
す
 
る
の
 
は
、
 
夫
の
 
義
務
 
だ
と
 
云
っ
て
 
居
ら
れ
る
。
 
奥
様
 
も
 勿
論
 
賢
い
 
方
 故
 ど
ん
/
.
,
 \ 
上
達
し
て
、
 
家
の
 
改
造
な
 

ど
 
工
夫
し
て
 
居
ら
れ
る
 
の
に
 
反
し
、
 
夫
 は
 何
と
も
 
云
 は
ぬ
。
 
世
話
 
を
 
や
い
て
 
下
さ
い
と
 
云
 ふ
と
、
 
僕
に
 
は
 分
ら
な
い
 
こ
れ
で
 
滿
足
だ
 

と
 
答
 
へ
ら
れ
る
 
ば
か
り
。
 
愚
か
な
 
智
慧
 
を
 
ひ
と
り
し
 
ぼ
っ
て
、
 
と
ぼ
 
C
 
歩
い
て
 
行
く
 
私
 は
 幸
 
ひ
な
の
 
か
 不
幸
な
 
の
か
 
わ
か
ら
な
 
か
 

つ
た
。
 

私
の
 
同
窓
の
 
友
で
 
嫁
し
て
 
後
 も
學
生
 
時
代
と
 
變
 り
な
く
 
所
 
や
に
 
出
歩
い
て
 
ゐ
る
 
人
が
 
あ
っ
た
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
人
の
 
云
 
ふ
に
 
は
 
「
私
 

の
 夫
 程
い
 

X 
夫
 は
な
い
。
 
ど
こ
へ
 
で
も
 
行
き
た
い
 
と
 
云
へ
ば
 
行
け
と
 
許
し
、
 
し
た
い
と
 
云
へ
ば
 
さ
せ
る
 
し
、
 
何
 
一
 っ
反
對
 
し
た
 
事
 は
 



な
 

力
っ
た
。
 

而
 

し
て
 

二
人
 

さ
し
む
 

か
ひ
の
 

時
に
は
 

口
 

を
き
 

く
 

事
は
な
か
っ
た
。
 

珍
ら
 

し
い
 

人
よ
」
 

と
^
っ
て
^
 

た
。
 

そ
つ
 

灰
.
？
 

で
.
^
 

そ
の
 

夫
が
 

愛
す
る
 

ど
こ
ろ
 

か
 

非
常
に
 

き
ら
っ
て
 

ゐ
 

た
の
で
，
 

一
 

ヶ
月
ば
 

か
り
し
て
 

か
な
し
い
 

運
命
に
 

な
っ
た
 

と
^
い
た
れ
 

な
ど
 

を
 

忍
 

ひ
 

出
し
て
、
 

私
 

は
 

怪
し
み
 

さ
へ
 

し
た
。
 

ふノ
 

し
も
 

叱
ら
れ
な
い
 

自
分
 

は
 

物
足
り
な
く
 

な
っ
て
 

き
て
、
 

叱
っ
て
 

下
さ
い
と
 

願
っ
た
ら
 

夫
 

は
 

笑
っ
て
 

叱
る
 

と.
. 

ム
 

つ
た
。
 

ナ
 

L 
ど
も
 

實
に
 

た
ま
な
 

事
で
 

又
 

常
に
 

精
祌
 

上
の
 

事
ば
 

か
り
で
あ
っ
た
。
 

が
 

叱
ら
れ
て
 

兌
る
 

と
 

あ
ん
ま
り
い
.
.
 

心
地
の
 

も
の
で
は
な
か
っ
た
、
 

勿
 

論
 

う
れ
し
い
 

と
 

は
 

思
 

ふ
 

事
ば
 

か
り
で
 

あ
つ
た
が
。
 

遂
に
 

は
こ
ん
 

な
に
 

愛
す
る
 

人
が
 

怒
っ
て
 

^
る
か
と
 

忍
 

ふ
と
 

か
な
し
く
な
 

っ
て
ヶ
 

く
 

事
ば
 

か
り
と
な
 

つ
た
。
 

そ
し
て
 

無
口
な
 

口
下
手
な
 

私
 

は
 

口
許
ま
で
 

出
て
 

ゐ
 

る
お
^
 

び
の
 

さ
 

c 紫
 

を
 

出
す
^
 

が
出
來
 

な
い
で
、
 

ご
^
し
 

て
 

あ
は
れ
 

な
 

顔
 

を
し
て
 

居
た
。
 

夫
 

は
も
う
 

叱
ら
な
い
、
 

安
子
 

は
 

怒
る
 

か
ら
 

駄
目
 

だ
と
 

終
に
 

は
ほ
ん
と
 

に
 

怒
っ
て
 

し
ま
 

ふ
こ
と
 

も
 

あ
つ
 

た
。
 

あ
る
 

時
く
 

だ
ら
ぬ
 

事
で
 

人
 

を
 

恨
み
さ
ん
 

ぐ
 

惡
ロ
 

を
つ
 

い
た
。
 

夫
 

は
だ
 

ま
っ
て
 

問
い
て
 

ゐ
 

た
が
 

「
何
 

を
 

そ
ん
な
に
 

怒
る
 

の
か
。
 

い
 

ま
に
 

そ
ん
な
 

事
 

を
 

云
っ
た
 

事
が
 

か
な
し
か
っ
た
 

と
 

思
 

ふ
 

時
が
 

來
 

る
よ
」
 

と
靜
 

か
に
 

云
っ
て
 

笑
っ
て
 

ゐ
た
。
 

私
 

は
 

唯
 

だ
ま
っ
た
。
 

「
そ
し
 

な
 

時
が
 

ほ
ん
と
 

に
あ
る
 

か
 

知
ら
ん
」
 

と
 

心
で
 

つ
ぶ
や
い
て
 

罟
た
。
 

そ
の
 

時
が
 

朱
た
 

の
で
 

あ
る
。
 

私
の
 

心
 

は
 

今
 

さ
め
 

や
う
と
 

し
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

あ
る
。
 

そ
し
て
 

叱
る
 

m
 

を
し
 

な
か
つ
.
 

A
-
t
 

の、
、 

j 
を
つ
 

く
づ
 

く
 

了
解
す
 

る
 

事
が
 

出
來
た
 

。
も
し
 

夫
が
 

私
の
 

心
 

を
 

自
由
で
 

な
く
 

束
縛
し
て
 

ゐ
 

た
な
ら
 

仲
び
 

や
う
と
 

し
た
 

芽
 

を
 

一
 

々 
つ
ま
み
 

ゆ
ら
れ
て
、
 

私
 

は
 

今
日
 

ま
だ
 

目
 

を
 

さ
ま
そ
う
と
 

は
し
な
か
っ
た
 

か
も
 

知
れ
 

ま
も
ん
 

ば
か
り
 

か
、
 

小
さ
な
，
：
：
：
 

分
 

は
ま
す
 

く
 

小
さ
く
な
 

つ
た
 

か
も
 

れ
 

ま
せ
ん
。
 

あ
 

\ 
夫
の
 

心
 

は
 

終
に
 

私
の
 

心
 

を
 

よ
び
さ
ま
し
て
 

く
れ
ま
し
た
。
 

感
謝
と
 

後
悔
と
 

努
力
と
 

は
^
の
 

巾
で
 

こ
ん
 

が
ら
 

か
っ
て
 

ゐ
 ま
す
。
 

松
蟲
 
 

五
一
 

九
 



有
 
岛
武
郎
 
全
集
 

第
五
 
卷
 
 

五
 二
 
 0 

あ
な
た
 
は
こ
ん
 
な
 私
の
 
や
う
な
 
お
お
 者
 を
よ
 
く
も
く
 
こ
ん
な
に
 
愛
し
て
 
下
さ
い
ま
す
。
 
あ
な
た
の
 
や
う
な
 
方
 を
 
夫
に
 
し
た
 
事
で
 

さ
へ
 
私
に
 
と
っ
て
 
は
こ
の
 
上
な
い
 
う
れ
し
い
 
く
 
事
で
 
御
座
い
ま
 
す
の
に
、
 
そ
の
 
立
派
な
 
方
か
ら
 
愛
さ
れ
て
 
居
る
 
の
で
 
御
座
い
ま
す
 

も
の
う
 

I 
し
い
に
 
は
ち
が
 
ひ
 御
座
い
ま
せ
ん
。
 
け
れ
ど
も
 
そ
れ
 
は
 丁
度
 
大
人
が
 
小
兒
を
 
愛
す
る
 
と
 
同
じ
で
 
た
ビ
 
可
愛
が
る
 
い
と
し
が
 

る
と
 
い
ふ
の
 
み
で
 
そ
の
 
中
に
 
敬
愛
す
 
る
と
 
云
 
ふ
 事
 は
な
い
 
や
う
に
、
 
私
 は
 
あ
な
た
か
ら
 
敬
 は
れ
た
 
事
 は
な
い
 
と
 思
っ
て
 
居
り
ま
す
 

又
 敬
 は
れ
る
 
害
が
 
御
座
い
ま
せ
ん
。
 
全
く
 
私
の
 
や
う
な
 
無
智
の
 
女
が
 
人
か
ら
 
敬
 は
れ
る
 
な
ん
て
 
事
の
 
あ
ら
う
 
譯
が
 
御
座
り
ま
せ
ん
。
 

で
も
、
 い
の
 
中
で
 
は
ど
う
 
か
し
て
も
 
少
し
 
賢
い
 
女
に
 
な
っ
て
 
あ
な
た
 
や
 子
供
達
に
 
敬
 は
れ
 
度
い
 
と
 
夫
れ
 
が
 私
の
 
何
よ
り
の
 
望
み
で
 
御
座
 

い
ま
し
た
。
 

札
 幌
で
一
 K
 院
 か
ら
 
退
院
し
た
 
夜
ス
 

ト 
ー 
ブ
 
の
 前
で
 

「
私
 
は
是
れ
 
か
ら
 
奥
様
に
な
り
ま
す
 
よ
」
 

と
し
か
と
 
申
 
上
げ
て
 
し
ま
 
ひ
ま
し
た
。
 

「
け
れ
ど
 
今
の
 
世
に
 
云
 
ふ
奥
樣
 
で
は
 
御
座
い
ま
せ
ん
」
 

鲁 

と
 申
し
ま
し
た
ら
 

「
夫
れ
 
で
は
 
今
ま
で
 
何
だ
っ
た
」
 

と
 仰
 有
い
 
ま
し
た
。
 

「
お
か
み
さ
ん
 
位
の
 
所
で
し
た
 
ね
」
 

i
 
申
し
て
 
笑
 ひ
ま
し
た
ら
 
あ
な
た
 
も
 
ほ
 
\ 
ゑ
 ま
れ
な
が
ら
 



1 
つ
い
こ
の
 

む
や
み
に
 

自
分
の
 

理
想
 

や
 

主
義
 

は
 

云
 

は
な
い
 

も
の
 

だ
と
い
 

つ
た
く
 

せ
に
 

- 
と
 

お
か
ら
か
い
に
 

な
り
 

ま
し
た
ね
。
 

あ
の
 

頃
 

は
ほ
ん
と
 

う
に
 

私
 

は
い
-
 

眞
實
の
 

意
味
で
の
 

奥
様
 

お
母
様
に
 

な
り
た
い
 

と
 

思
ひ
必
 

す
そ
う
な
 

つ
て
 

あ
な
た
 

や
 

子
供
 

I
 

か
ら
 

敬
 

は
れ
る
 

時
が
 

あ
る
 

や
う
に
 

し
ゃ
う
 

と
 

心
に
 

誓
 

ひ
ま
し
た
 

U 
け
れ
ど
も
 

今
 

は
も
う
 

そ
の
 

望
み
 

さ
 

へ
^
て
な
 

け
れ
 

な
ら
.
 

， よ
い
り
 

Cj
 

御
 

座
い
 

ま
す
。
 

た
^
 

私
が
 

今
ま
で
こ
う
 

云
 

ふ
 

心
 

を
 

持
て
 

苦
し
み
な
が
ら
 

鞭
ち
な
が
ら
 

努
力
し
て
^
 

た
 

事
 

だ
け
 

は
^
じ
て
 

下
さ
い
 

ま
 

t
o
 

あ
 

- な
た
 

方
か
ら
 

敬
れ
 

る
 

日
も
來
 

な
い
 

內
 

死
ん
で
 

し
ま
 

ふ
 

事
 

は
ほ
ん
と
 

に
く
 
 

口
惜
し
い
 

事
で
 

御
座
い
ま
 

す
が
 

仕
方
が
 

御
.
^
 

い
ま
せ
し
。
 

1 
一
月
 

十
八
 

日
夕
 

〇 

あ
 

X 
淋
し
い
/
 

\
 

何
と
 

云
 

ふ
 

淋
し
 

さ
で
 

せ
う
。
 

世
の
中
に
 

私
が
 

今
 

味
っ
て
 

ゐ
る
 

こ
の
 

淋
し
 

さ
と
^
 

じ
 

淋
し
 

さ
 

を
，
^
 

つ
て
 

く
れ
る
、
 

が
 

あ
る
で
 

せ
う
 

か
。
 

人
 

間
 

と
い
 

ふ
 

も
の
 

は
 

皆
 

「
一
人
ぼ
っ
ち
」
 

だ
か
ら
 

誰
れ
 

も
 

味
っ
て
 

下
さ
る
 

人
 

は
な
い
で
 

ヒ
ぅ
。
 

あ
.
.
 

林
し
 

い
。
 

何
と
い
 

ふ
 

淋
し
 

さ
で
 

せ
う
。
 

い
け
な
い
 

く
や
つ
 

ば
り
 

私
 

は
 

生
に
 

執
着
し
て
 

居
る
。
 

死
 

を
 

恐
れ
て
 

居
る
 

の
で
す
。
 

だ
か
ら
 

こ
ん
な
に
 

淋
し
い
 

の
で
せ
 

う
。
 

や
っ
ぱ
り
 

私
 

は
爲
善
 

者
^
っ
た
。
 

今
 

悲
し
み
と
 

淋
し
 

さ
と
 

恐
ろ
し
 

さ
は
 

頭
の
 

中
で
 

渦
卷
 

と
な
っ
て
 

ま
わ
っ
て
 

居
ま
す
。
 

も
う
 

と
て
も
 

生
き
る
 

兌
 

込
み
 

は
^
い
と
 

m 
心
つ
 

て
 

居
る
 

そ
の
 

心
の
 

下
か
ら
 

か
す
か
な
が
ら
 

「
熱
 

も
そ
う
 

高
く
 

は
な
し
，
 

食
事
 

も
 

可
な
 

り
 

出
來
る
 

も
の
 

を
」
 

と-
 

*ム
 

ふ
^
み
と
 

執
な
 

と
が
 

常
に
ち
 

よ
い
.
/
,
 

\ 
頭
 

を
 

も
た
げ
て
 

来
ま
す
。
 

而
 

し
て
 

熱
で
 

も
 

少
し
 

餘
 

計
に
 

高
く
な
 

つ
た
り
 

食
$
 

が
 

進
ま
 

な
く
な
っ
た
り
 

す
る
と
い
 

よ
 

い
よ
 

近
づ
い
た
 

の
か
と
 

恐
ろ
し
い
 

心
に
な
り
ま
す
。
 

も
し
 

ほ
ん
と
う
に
 

生
に
 

執
涪
 

が
な
 

く
 

死
 

を
 

恐
れ
な
い
 

の
な
ら
，
 

ど
ん
 

な
^
が
あ
 

.. ら
う
と
 

も
 

淋
し
く
 

も
 

恐
ろ
し
く
 

も
な
い
 

喾
 

で
す
。
 

あ
 

X 
私
 

は
い
け
 

な
い
、
 

や
つ
ば
 

り
 

駄
目
で
す
。
 

松
蟲
 
 

五
 

二
】
 



有
鳥
武
 
郎
^
 
集
 
笫
五
卷
 
 

五
 二
 こ 

け
れ
ど
、
^
 
は
 誰
で
も
 
死
 を
 
恐
れ
 
生
に
 
執
着
す
 
る
 も
の
で
 
せ
う
、
 
愈
-
も
う
 
生
が
な
い
 
と
 
云
 ふ
 宣
言
 
を
 受
け
 
死
 を
覺
 
悟
す
 
る
 迄
 は
。
 

で
す
か
ら
 
急
病
で
 
一
時
に
 
死
ぬ
 
人
 は
 却
っ
て
 
仕
 合
せ
で
す
。
 

私
 は
も
う
と
 
う
か
ら
 
覺
悟
 
は
し
て
 
居
ま
す
。
 
い
ざ
と
 
云
 
ふ
 場
合
 
決
し
て
 

仅
り
亂
 
す
 や
う
な
 
事
 は
し
ま
す
ま
い
 
け
れ
ど
も
、
 
そ
の
い
 
ざ
と
 
云
 
ふ
 時
 迄
の
 
間
、
 
萬
々
 
が
ー
と
 
云
 
ふ
か
す
 
か
な
 
望
 を
、
 
つ
ま
り
 
執
着
 

を
 
も
つ
 
で
ゐ
 
ま
す
。
 
そ
う
し
て
 
そ
の
 
望
が
 
兎
角
 
覺
悟
を
 
動
か
し
た
 
が
り
ま
す
。
 

時
々
 
覺
悟
は
 
負
か
さ
れ
ま
す
。
 
そ
う
し
て
 
動
か
さ
れ
 

UL ら
 
一
 方
で
 
は
又
覺
 
悟
の
 
方
 を
 勝
た
 
さ
な
け
れ
ば
 
い
け
な
い
、
 
遂
に
 
は
 勝
つ
 
や
う
に
 
な
る
と
 
思
 ふ
か
ら
 
私
 は
 淋
し
が
っ
た
り
 
苦
し
ん
 

だ
り
 
す
る
 
様
に
な
る
 
の
で
す
。
 
で
す
か
ら
 
い
っ
そ
の
 
事
も
う
 
望
の
 
な
い
 
覺
 悟
の
 
時
が
 

一
 時
に
 
來
 
て
し
 
ま
ふ
 
方
が
 
却
っ
て
い
 

& 
か
も
 
知
 

丄
 ま
せ
し
 
け
れ
ど
も
。
 
で
こ
う
 
思
 ふ
 時
 私
 は
 自
殺
 
を
 思
 は
す
に
 
は
 居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 
自
殺
と
 
云
 
ふ
 恐
ろ
し
い
 
一
事
に
 
よ
り
て
 
凡
て
の
 

. 苦
 着
か
ら
の
 
が
れ
る
 
の
 は
 幸
で
 
は
な
い
で
 
せ
う
 
か
 。
こ
れ
 
程
 私
の
 
心
 は
 苦
し
い
 
の
で
す
。
 
そ
れ
 
は
 執
着
と
 
覺
 悟
と
の
 
爭
の
爲
 
め
で
す
。
 

一 一
月
 十
九
 
日
夕
 

〇 

春
 は
 来
ま
し
た
。
 
天
に
 
も
 
地
に
 
も
 
人
々
 
の
 心
の
 
上
に
 
も
 春
 は
 来
ま
し
た
。
 
け
れ
ど
、
 
け
れ
ど
、
 
私
に
 
は
 私
ば
 
か
り
に
 
は
來
て
 
く
れ
 

ま
せ
ん
。
 
ほ
ん
と
 
に
 私
 は
ま
-
つ
 
子
な
 
の
で
 
は
な
い
で
 
せ
う
 
か
。
 
病
 氣
は
相
 
變
ら
す
 
進
み
 
こ
そ
し
 
ま
し
た
が
 
決
し
て
 
決
し
て
 
怠
り
 
ま
 

せ
ん
。
 
け
れ
ど
 
今
で
は
も
う
 
自
殺
 
は
 思
 
ひ
と
 
ビ 
ま
り
ま
し
た
。
 
ど
ん
な
 
苦
し
み
に
 
も
 
打
 勝
っ
て
 
天
命
の
 
あ
ら
ん
 
限
り
 
養
生
 
を
し
て
 
少
 

し
で
 
も
 
丈
夫
に
 
な
る
と
 
云
 ふ
 事
が
 
何
よ
り
も
 
正
し
い
 
眞
實
の
 
事
で
 
あ
り
 
何
よ
り
も
 
幸
な
 
事
 だ
と
 
考
 
へ
た
か
ら
 
で
す
。
 
年
老
い
 
給
へ
 
る
 

御
 兩
親
，
 
さ
び
し
い
 
親
切
な
 
夫
、
 
か
わ
い
-
 

- 大
事
な
 
子
供
達
の
 
爲
 め
に
 
私
 は
 生
き
な
け
れ
ば
 
な
り
ま
せ
ん
。
 
私
の
 
體
 で
は
な
い
 
の
で
 

す
。
 
こ
ん
な
 
や
く
ざ
な
 
身
體
 
で
も
 
皆
様
の
 
も
の
と
 
思
へ
ば
 
尊
い
 
や
う
な
 
氣
 も
し
ま
す
。
 
大
事
に
 
し
な
け
れ
ば
 
な
り
 
ま
せ
ぬ
 



私
 

は
 

生
き
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

ど
ん
な
に
し
て
も
 

快
く
な
 

つ
て
 

あ
な
た
 

や
 

子
供
達
と
 

も
う
 

一
 

度
 
 

一
 

^
に
^
さ
な
け
れ
ば
 

な
り
 

ま
せ
ん
。
 

あ
 

&
私
は
 

生
き
た
い
 

の
で
す
。
 

な
ほ
り
た
い
 

の
で
す
。
 

如
何
し
て
 

自
殺
な
 

ど
 

云
 

ふ
^
な
 

お
 

を
 

こ
の
 

H
 

巾
に
 

起
し
た
 

の
で
せ
 

う
。
 

自
分
な
が
ら
 

恥
し
 

い
 

程
 

馬
鹿
で
し
た
。
 

こ
-
へ
 

來
 

て
か
ら
 

丸
一
年
と
 

六
 

ヶ
月
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

色
々
 

の
^
:
 

し
み
 

を
 

致
し
ま
し
た
。
 

そ
 

う
し
て
 
猶
 
こ
の
 
先
 ど
の
位
 
苦
し
ま
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
か
 知
れ
ま
せ
ん
。
 
自
分
自
身
が
 
苦
し
む
 
ば
か
り
で
 
は
な
く
、
 
ま
わ
り
の
 

に
ど
の
 
位
 御
 厄
介
 
を
 
か
け
る
 
か
 知
れ
な
い
 
の
で
す
。
 
け
れ
ど
 
今
 私
 は
そ
ん
な
 
事
 を
 か
ま
っ
て
 
は
^
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

ど
ん
な
 
犠
牲
 
を
拂
 

つ
て
も
 
ど
ん
な
 
苦
し
み
 
を
 受
け
て
も
 
あ
な
た
 
や
 子
供
達
の
 
爲
 め
に
 
生
き
ら
れ
る
 
方
が
 
よ
ろ
し
い
 
の
で
す
。
 
私
自
身
の
 
は
め
で
 
は
あ
り
 

ま
せ
ん
 

本
統
 

に
。
 

あ
な
た
と
 

子
供
達
の
 

爲
 

め
に
 

私
の
 

や
う
な
 

者
で
 

も
 

生
き
る
 

事
が
 

必
要
な
 

の
で
す
。
 

そ
う
し
て
 

私
が
 

な
ほ
れ
ば
 

私
の
 

苦
し
み
 
皆
様
の
 
御
迷
惑
 
御
 厄
介
 
は
す
べ
 
て
 十
分
 
埤
 め
 あ
は
さ
れ
 
る
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 

私
の
 
や
う
な
 
小
さ
な
 
心
の
 
不
具
者
が
 
そ
ん
な
に
 
し
て
ま
で
 
あ
な
た
 
や
 子
供
達
の
 
爲
め
 
に
な
 
ほ
ら
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
な
ん
て
 
n
 惚
 

れ
 
に
も
 
程
が
 
あ
る
。
 

ま
だ
，
/
,
 \
 
立
派
な
 
女
 は
 
世
間
に
 
い
く
ら
で
も
 
あ
る
の
 
だ
か
ら
、
 
私
が
 
死
ん
だ
 
つ
て
た
い
 
し
て
 
私
の
-
 ム
 ふ
^
の
 
S
 

は
な
い
。
 

こ
う
し
て
 

ぐ
す
-
 

(\
 

長
 

病
 

ひ
 

を
し
て
 

居
る
 

よ
り
 

は
 

死
ん
で
 

し
ま
 

ふ
 

方
が
 

ま
わ
り
の
 

方
の
 

爲
め
 

に
も
.
 

jz
: 

身
の
 

は
め
に
 

も
 

却
て
 

よ
い
で
 
は
な
い
 
か
と
 
思
 ふ
 方
 も
 
あ
る
か
 
も
 知
れ
ま
せ
ん
。
 
私
自
身
で
 
も
そ
う
 
思
 
ふ
 時
が
 
あ
り
ま
し
た
。
 
け
れ
ど
 
あ
な
た
 
を
ー
桥
 
よ
く
 

理
解
し
 
あ
な
た
に
 
偉
大
な
 
お
 仕
事
 
を
お
 
さ
せ
 
申
し
た
い
 
と
 
願
 
ふ
の
 
は
 私
が
 
世
界
 
屮
 
一
 桥
 だ
と
 

ひ
ま
す
。
 
そ
れ
か
ら
 
乂
 P
^
^
J
 
を
 も
 

理
解
し
 

立
派
に
 

敎
 

育
し
 

眞
に
 

子
供
達
の
 

爲
め
を
 

思
 

ふ
の
 

は
 

あ
な
た
と
 

私
と
 

が
 

一
 

番
 

だ
と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

で
す
 

け
れ
ど
 

あ
な
た
 

は
 

t-
c:
, 

な
 

の
 大
き
な
 
お
 仕
事
が
 
お
あ
り
に
な
り
ま
す
 
か
ら
、
 
そ
う
 

幼
い
 
子
供
に
 
つ
き
き
つ
 
て
敎
宵
 
し
て
 
ゐ
 
ら
っ
し
ゃ
る
 
お
は
む
 
づ
 か
し
う
 

御座
いま
す。
 

で 私が
 

必要
な 

ので
す。
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(
中
略
)
 私

の
 
や
う
な
 
取
抦
 
な
し
の
 
不
具
者
 
を
 
あ
な
た
 
は
 「
人
」
 
と
し
て
 
取
扱
っ
て
 
下
さ
い
ま
し
た
。
 

而
 し
て
 
自
由
 
を
 下
さ
い
ま
し
た
。
 

つ
ま
 

り
 
私
 を
 深
く
 
愛
し
 
信
じ
て
 
ゐ
 ら
っ
し
ゃ
る
 
か
ら
で
す
。
 
自
分
 
を
與
 
へ
 て
 
い
た
^
い
て
 
は
 私
 も
 
無
責
任
に
 
は
し
て
 
居
ら
れ
ま
せ
ん
 
で
し
 

た
。
 
ど
う
か
し
て
 
少
し
 
は
 人
間
に
 
近
づ
き
た
 
い
と
 
思
 
ひ
 あ
せ
っ
た
 
か
 知
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

が
 も
と
 
C
 
愚
な
 
私
 は
な
 
か
く
 
目
 
ざ
 

め
ま
せ
ん
で
し
た
。
 

そ
れ
 
を
 
あ
な
た
 
は
氣
 
長
が
 
に
 私
が
 
ど
ん
な
 
過
ち
 
を
し
た
 
時
で
 
も
お
 
叱
り
に
 
も
な
ら
 
な
く
て
 
た
^
-
 (
-
 
導
い
て
 
下
 

さ
い
ま
し
た
。
 
で
も
 
私
 は
ま
.
 た
 -
(
\
 
か
た
わ
 
者
で
し
た
。
 
あ
な
た
に
 
相
應
 
し
た
 
も
の
に
 
は
な
れ
す
 
と
も
、
 
せ
め
て
 
は
 人
ら
し
い
 
者
に
 
な
 

れ
る
 
や
う
に
 
と
 
神
様
が
 
私
 を
こ
う
 
し
て
 
病
氣
 
に
お
 
さ
せ
に
 
な
つ
 
た
か
と
も
 
思
 は
れ
ま
す
 
し
、
 
又
 不
相
應
 
に
 幸
 過
ぎ
る
 
私
を
惡
 
魔
が
 
ね
 

た
ん
で
 
こ
ん
な
に
 
長
く
 
苦
し
め
て
 
居
る
 
の
か
と
 
も
 
思
 
ひ
ま
す
 
し
、
 
又
 御
 兩
親
樣
 
や
 弟
妹
が
 
た
が
 
あ
 
\ 
し
て
 
い
 
つ
も
 
幸
に
 
暮
 し
て
 
ゐ
ら
 

つ
し
 
や
る
 
も
の
.
^
 
人
で
 
お
あ
り
に
な
る
 
以
上
 
や
つ
ば
 
り
 
多
少
 
罪
 を
 持
っ
て
 
ゐ
 ら
っ
し
ゃ
り
 
ま
せ
う
、
 
そ
の
 
方
々
 
の
 罪
 を
 嫁
で
 
娘
で
 
姉
 

で
 居
な
が
ら
 
是
れ
 
ま
で
 
何
〗
 
っ
盡
 
さ
な
か
っ
た
 
罰
と
 
し
て
 
惡
 魔
が
 
私
に
 
私
自
身
の
 
罪
 と
共
に
お
 
は
せ
 
た
の
 
か
と
 
も
 
思
 は
れ
ま
す
。
 

も
 

し
そ
う
な
ら
ば
 
ほ
ん
と
 
に
 夫
れ
 
は
 當
然
な
 
事
 だ
と
 
思
 
ひ
、
 
而
し
 
て
こ
の
 
苦
し
 
さ
 
を
 喜
ん
で
 
堪
 
へ
ま
せ
 
う
。
 
兎
に
角
 
私
 は
こ
の
 
永
い
 
間
 

の
 苦
し
み
 
に
よ
っ
て
 
眼
 を
 
ぼ
ん
や
り
と
 
開
き
 
か
け
て
 
居
る
 
赤
坊
の
 
自
分
 
を
 育
て
な
け
れ
ば
 
な
り
ま
せ
ん
、
 

た
と
 
へ
 死
ぬ
 
に
し
て
も
 

生
き
る
 
に
し
て
も
。
 
而
 し
て
 
早
く
 
快
く
な
 
つ
て
お
 
氣
の
 
毒
な
 
あ
な
た
と
 
可
哀
 
そ
う
な
 
子
供
の
 
爲
 め
に
 
歸
ら
 
な
け
れ
ば
 
な
り
ま
せ
ん
。
 

あ
、
 
本
統
に
 
自
分
の
 
惡
ぃ
 
罪
の
 
爲
 め
に
あ
な
 
た
 方
に
 
こ
う
お
 
氣
の
 
毒
な
 
思
ば
 
か
り
お
 
さ
せ
 
申
し
て
 
す
ま
な
い
 
事
で
す
。
 
と
に
 
力
く
 
よ
 

く
 
養
生
 
を
し
て
 
早
く
 
快
く
な
 
り
 
ま
せ
う
 
天
命
で
 
死
ぬ
 
の
な
ら
 
そ
れ
 
は
も
う
 
決
し
て
 
悲
し
み
 
も
せ
す
 
あ
き
ら
め
る
 
ば
か
り
で
 
す
が
。
 

(
中
略
)
 

あ
な
た
 
は
 御
自
身
の
 
眞
實
の
 
生
活
に
 
飛
び
 
入
ら
す
 
に
 遠
慮
し
て
 
ゐ
 
ら
っ
し
ゃ
る
 
の
で
す
。
 
あ
ま
り
 
人
の
 
爲
め
 
ば
か
り
 
を
 思
 
ひ
 過
ぎ
 

な
さ
る
 

J 親
 孝
 ほ
の
 
美
し
い
 
あ
な
た
の
 
御
 性
質
が
 
そ
れ
 
を
 躊
躇
 
さ
せ
て
 
ゐ
 
る
の
で
 
す
 。
私
 は
 あ
な
た
の
 
そ
の
 
御
 心
 を
 思
 
ふ
 毎
に
 
泣
き
 
ま
 



す
。
 

そ
れ
か
ら
 

私
の
 

病
氣
、
 

是
れ
が
 

又
 

ど
ん
な
に
 

あ
な
た
の
 

お
通
り
 

路
を
ぉ
 

邪
魔
し
 

ぉ
烺
 

は
せ
 

し
て
 

ゐ
る
 

か
も
よ
 

く
 

知
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

あ
^
,
 

早
く
よ
 

く
な
ら
 

な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

あ
な
た
の
 

子
供
 

等
も
^
 

立
派
な
 

も
の
に
な
る
 

で
せ
 

う
。
 

偉
人
に
 

聖
人
に
 

て
る
の
が
 

私
の
 

役
目
で
す
。
 

あ
 

\ 
そ
う
 

思
 

ふ
 

時
、
 

私
 

は
ほ
ん
と
 

う
に
な
 

ほ
り
 

度
く
て
，
，
 

^
淚
を
 

流
し
 

心
の
底
の
^
 

か
ら
 

祈
ら
す
 

に
 

は
 

W
 

ら
れ
ま
 

せ
ん
。
 

ど
ん
な
に
し
て
も
 

な
ほ
り
 

ま
せ
う
。
 

私
自
身
の
 

爲
 

e 
な
ど
.
 

^
は
 

夢
に
も
 

願
 

ひ
 

は
 

致
し
ま
せ
ん
。
 

忍
耐
と
^
;
 

M
 

と
；
 

心
 

を
 

持
し
 

て：
： 

十
く
 

病
氣
 

か
ら
 

逃
れ
な
け
れ
ば
 

な
り
ま
せ
ん
。
 

あ
-
神
様
 

ど
う
ぞ
な
 

ほ
し
て
 

下
さ
い
 

…
…
 

。 

三
月
 
二
十
 
七
日
 

自
分
 

は
强
 

く
な
 

つ
て
 

自
分
 

を
 

W
 

て
 

\ 
行
か
な
け
れ
ば
 

な
ら
な
い
 

の
 

だ
と
 

思
 

ひ
な
が
ら
 

も
 

自
分
が
 

可
哀
 

そ
う
に
な
 

つ
て
し
 

ま
ふ
^
;
 

が
 

あ
る
。
 

何
と
 

云
 

ふ
意
氣
 

地
な
 

し
な
の
で
 

あ
ら
う
。
 

同
じ
 

長
 

病
 

ひ
で
 

も
傳
染
 

し
な
い
 

病
氣
 

で
あ
っ
た
ら
 

ど
ん
な
に
 

仕
 

八；
； 

せ
で
 

あ
ら
う
。
 

可
愛
 

い
 

\ 
子
供
達
 

ゃ
戀
 

し
い
 

夫
 

や
 

慈
愛
 

深
い
 

御
 

兩
親
ゃ
 

兄
^
 

姉
妹
 

達
と
 

別
れ
、
 

た
に
 

一
人
 

こ
の
 

淋
し
い
 

お
院
の
 

一
軒
ぶ
 

に
 

う
ら
、
 

か
 

な
 

日
 

も
 

雨
の
 

H
 

も
 

風
の
 

夜
も
變
 

つ
た
 

人
 

を
 

兌
る
 

で
も
な
 

く
、
 

用
の
 

事
よ
り
 

外
 

は
 

話
 

を
す
 

る
で
 

も
な
 

く
、
 

疝
 

む
 

胸
 

を
 

抱
い
て
 

熟
 

あ
る
.
；
^
 

を
滿
 

一
 

年
と
 

三
 

ヶ
月
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

床
の
 

中
で
 

暮
 

し
て
し
 

ま
っ
た
 

o 
そ
の
^
に
 

ど
ん
な
に
 

多
く
の
 

心
の
 

卞：
： 

し
み
 

を
^
け
 

た
お
で
 

あ
ら
う
。
 

よ
く
も
 

こ
の
 

小
さ
な
 

弱
い
 

か
ら
だ
で
 

堪
え
ら
れ
た
 

と
さ
へ
 

思
 

ふ
 

程
で
 

あ
る
。
 

人
々
 

は
樂
 

し
そ
う
に
 

大
^
で
 

笑
っ
た
り
、
 

に
ぎ
や
か
に
 

話
し
た
り
、
 

妤
 

き
な
 

所
 

を
 

好
き
に
 

歩
く
 

の
に
、
 

庭
に
 

す
ら
 

出
ら
れ
す
 

に
 

ま
だ
こ
う
 

し
て
 

居
る
 

私
 

を
 

ほ
し
と
 

に
 

私
 

は
 

可
哀
 

さ
う
 

に
 

m 
つ 

は
 

す
に
 

は
 

居
ら
れ
な
い
 

夫
れ
 

も
 

病
 

氣
が
少
 

し
づ
、
 

で
も
よ
 

く
な
 

つ
て
^
る
 

の
な
ら
、
 

ま
だ
 

其
 

所
に
 

I
 

水
し
 

み
が
 

あ
る
 

け
れ
ど
も
、
 

私
 

は
 

よ
く
 

は
な
ら
な
い
で
、
 

少
 

し
づ
.
^
 

進
ん
で
 

行
っ
て
 

ゐ
 

る
の
で
 

あ
る
。
 

そ
れ
 

を
 

ま
わ
り
の
 

方
々
 

は
よ
 

く
な
 

つ
て
；
^
 

る
と
 

忍
っ
て
^
:
 

ん
で
 

下
さ
る
 

の
が
 

又
 

ど
ん
な
に
-
 

f\
 

私
 

を
 

苦
し
め
て
 

居
る
 

か
 

知
れ
な
い
 

の
に
、
 

そ
う
し
て
も
う
 

時
々
 

は
 

苦
し
み
に
 

と
て
も
^
 

え
ら
れ
た
い
 

松
 
 

蟲
 
 

五
 

二
 

五
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と
さ
へ
 
思
 
ふ
 事
 も
 
あ
る
。
 
何
と
 
云
 ふ
可
哀
 
そ
う
な
 
私
で
 
せ
う
。
 

け
れ
ど
 
又
 
一
方
に
 
は
 弱
い
^
 
(\ 

こ
ん
な
 
事
で
 
ど
う
し
ゃ
う
。
 

病
 氣
が
惡
 
く
な
 
つ
て
 
行
か
う
 
と
、
 
そ
ん
な
 
事
 を
く
 
よ
/
 
\
 
せ
す
 
に
 强
 

く
な
 
つ
て
 
忍
耐
と
 
勇
氣
を
 
持
っ
て
 
戰
 
ひ
な
が
ら
 
自
分
 
を
 育
て
 

& 
行
か
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 

の
 だ
。
 
ま
だ
 
生
れ
た
 
ば
か
り
の
 
私
 は
 服
 さ
 

へ
ろ
 
く
に
 
開
か
な
い
 
で
は
な
い
 
か
。
 
燧
 
つ
て
 
行
く
 
體
は
 
育
て
ら
れ
な
 
く
と
 
も
、
 
せ
め
て
 
心
 だ
け
で
 
も
 
人
な
 
み
の
 
世
界
に
 
住
へ
 
る
 
や
う
 

に
な
り
た
い
。
 

あ
 

\ 
勇
氣
と
 

忍
耐
と
 

に
よ
り
て
 

と
 

囁
く
 

聲
 

が
す
る
 

の
で
す
。
 

こ
う
し
て
 

私
 

は
 

自
分
 

を
 

哀
れ
む
 

心
と
 

鞭
つ
 

心
の
中
に
 

ま
 

よ
 

ひ
な
が
ら
 

暮
 

し
て
 

居
る
 

の
で
す
。
 

で
す
か
ら
 

大
變
强
 

い
 

時
と
 

大
變
 

弱
い
 

時
が
 

あ
り
ま
す
。
 

ど
う
ぞ
 

常
に
く
 

强
く
 

あ
る
 

や
う
 

人
々
 

の
 凡
て
に
 
よ
り
て
 
鞭
 た
れ
た
い
 
と
 思
 
ひ
ま
す
。
 
自
分
の
 
運
命
に
 
從
 ひ
な
が
ら
 
自
分
 
を
 育
て
 

\ 
行
か
な
け
れ
ば
 
な
り
ま
せ
ん
。
 

三
月
！
 
一
十
 七
日
 
風
强
く
 
暖
か
き
 
夜
 

あ
、
 
淋
し
い
 
ほ
ん
と
う
に
 
今
日
は
 
淋
し
い
。
 
私
 は
 去
年
 
は
隨
分
 
熱
な
 
ど
 高
い
 
時
で
 
も
 
そ
ん
な
に
 
淋
し
い
 
と
 
は
 思
は
な
か
っ
た
。
 

而
 

し
て
 
死
と
 
云
 
ふ
や
う
な
 
事
を
考
 
へ
た
っ
て
 
そ
ん
な
に
 
淋
し
い
 
と
 
は
 思
は
な
か
っ
た
 
の
に
、
 
こ
の
頃
 
は
ど
う
し
 
て
こ
う
 
淋
し
い
 
の
か
 
知
 

ら
む
。
 
ほ
ん
と
う
に
 
今
年
に
 
な
つ
て
か
ら
 
へ
ん
に
 
氣
が
 
弱
く
な
 
つ
た
 
や
う
に
 
思
 ふ
。
 
私
の
 
心
 は
こ
の
 

一
 年
 あ
ま
り
の
 
戰
 
に
っ
か
れ
 
切
 

つ
て
し
 
ま
っ
た
 
爲
 め
に
 
今
で
は
こ
う
 
な
の
で
 
あ
ら
う
。
 
そ
う
し
て
 
無
喑
に
 
子
供
達
の
 
上
の
 
み
 思
 
ひ
 出
さ
れ
て
 
し
か
た
が
な
い
。
 

あ
の
 

小
さ
な
 
子
供
達
 
を
 遠
い
 
札
幌
 
か
ら
 
東
京
ま
で
 
幾
度
 
も
く
 
つ
れ
て
 
往
復
し
た
 
時
の
 
苦
し
か
っ
た
 
旅
行
 
も
 
今
で
は
 
樂
 し
い
 
思
 出
と
 
な
 

り
、
 
子
供
達
の
 
可
愛
い
 
い
 言
葉
 
や
 様
子
が
 
色
々
 
と
 
思
 
ひ
 出
さ
れ
て
、
 

一
年
 
あ
ま
り
 
見
な
い
 
中
 ど
ん
な
に
 
な
つ
 
g
 
と
 見
た
 
く
、
 
ま
た
 

ど
ん
な
 
心
で
 
居
る
 
だ
ら
 
う
、
 
母
 を
 
思
 
ひ
 出
し
て
 
居
る
 
か
 知
ら
ん
。
 
あ
の
 

マ 
、
と
 
呼
ん
で
 
く
れ
た
 
可
愛
い
 
&
聲
を
 
あ
 
\ 
ほ
ん
と
う
に
 
長
 

く
 
私
 は
 聞
か
な
い
。
 

も
う
 
一
生
 
聞
く
 
事
 も
出
來
 
な
い
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 

そ
う
 
思
 
ふ
と
 
罪
の
な
い
 
小
さ
な
 
子
 達
の
 
行
末
の
 
不
幸
の
 
程
が
 



^
は
れ
て
、
 

知
ら
す
，
 

-
\
 

淚
が
 

こ
ぼ
れ
て
 

し
ま
 

ふ
。
 

何
と
 

云
っ
て
も
 

病
中
 

私
 

を
 

f
 

番
 

悲
し
ま
し
 

め
 

苦
し
ま
 

し
め
た
の
 

は
！
 

二
人
の
 

幼
い
 

子
 

達
で
あ
っ
た
。
 

ほ
ん
と
う
に
 

可
哀
 

そ
う
な
 

子
 

達
が
 

夫
れ
 

も
 

知
ら
す
 

に
暮
 

し
て
 

居
る
 

の
お
。
 

ほ
ん
と
う
に
 

可
哀
 

さ
う
な
 

子
供
^
よ
。
 

も
う
 

マ
 

、
の
 

あ
は
れ
 

な
 

命
 

も
 

一
ヶ
月
 

位
し
 

か
 

持
ち
 

は
す
ま
い
 

が
そ
れ
 

も
 

知
ら
す
 

に
暮
 

し
て
 

居
る
 

の
 

だ
。
 

マ 
、
が
 

死
ん
で
も
 

パ
 

、
が
お
 

出
で
 

に
な
る
 

上
 

は
 

心
配
 

は
な
い
 

け
れ
ど
、
 

た
^
 

母
の
愛
 

を
 

知
ら
な
い
 

不
幸
 

を
可
哀
 

そ
う
に
 

思
っ
て
 

私
 

は
 

泣
く
 

の
 

だ
。
 

で
も
 

ij
i 

立
派
な
 

人
に
 

な
ら
 

ふ
。
 

母
 

は
 

死
ん
で
も
 

魂
 

は
 

三
人
の
 

上
 

を
 

常
に
/
 

\
 

守
っ
て
 

立
派
な
 

幸
な
 

も
の
に
し
な
け
れ
ば
 

や
ま
な
い
 

• 

あ
-
^
 

三
人
の
 

聲
が
 

姿
が
 

私
の
 

眼
 

さ
き
に
 

ち
ら
/
.
.
.
 

\ 
す
る
。
 

淋
し
い
 

日
 

は
も
う
^
 

れ
て
 

行
く
 

の
 

だ
。
 

四
月
！
 
一
日
 夕
 ぐ
れ
 

今
日
 

旦
那
 

樣
と
 

生
馬
樣
 

と
が
お
 

出
に
 

な
っ
た
。
 

行
 

光
 

は
 

今
日
か
ら
 

幼
稚
園
に
 

入
園
し
て
、
 

今
朝
お
 

と
な
し
 

く
バ
 

、
と
み
よ
に
 

迚
れ
 

ら
れ
て
 

行
っ
た
 

と
 

云
 

ふ
。
 

あ
の
 

小
さ
な
 

心
の
中
に
 

も
 

人
知
れ
 

す
 

不
安
 

を
 

も
っ
て
 

出
が
 

け
に
 

は
 

大
分
 

あ
や
し
い
 

栊
 

子
で
あ
っ
た
 

と
か
。
 

行
に
 

と
っ
て
 

今
日
は
 

ほ
ん
と
う
に
 

た
い
し
た
 

大
 

仕
事
で
 

も
す
 

る
 

や
う
な
、
 

そ
う
し
て
 

ほ
ん
と
う
に
 

一
 

生
に
 

た
 

V 
一 
 

度
の
 

n
 

な
の
 

だ
か
 

ら
 

ほ
ん
と
 

に
そ
う
 

不
安
な
 

の
 

も
 

無
理
 

は
な
い
 

と
 

思
 

は
れ
た
。
 

ど
う
し
て
 

居
る
 

か
 

知
ら
ん
。
 

歸
宅
を
 

ど
ん
な
に
 

樂
ん
で
 

W
 

る
 

こ
と
 

だ
ら
 

う
。
 

そ
う
し
て
 

ど
ん
な
 

話
 

を
 

持
ち
 

歸
る
 

で
あ
ら
う
。
 

あ
-
私
 

は
 

夫
れ
 

を
 

見
た
い
 

聞
き
た
い
。
 

そ
れ
な
 

の
に
 

日；
 

那
様
 

は
こ
う
し
て
 

此
所
 

に
ゐ
 

ら
し
っ
て
 

し
ま
 

は
れ
た
 

の
 

だ
か
ら
、
 

行
が
 

歸
 

宅
し
た
 

つ
て
 

ど
ん
な
に
 

張
 

合
な
 

く
 

淋
し
く
 

思
 

ふ
か
 

知
れ
な
い
。
 

せ
め
て
 

誰
れ
 

か
 

外
 

に
 

家
の
人
で
 

も
 

居
れ
ば
 

ま
だ
し
 

も
 

だ
が
、
 

今
 

は
 

ど
な
た
 

も
 

外
に
 

居
ら
れ
る
 

し
、
 

可
哀
 

そ
う
に
 

折
角
 

樂
ん
 

で
^
っ
て
 

來
て
 

も
、
 

ど
ん
な
 

に
/
 

\
淋
 

し
か
ら
う
。
 

明
日
か
ら
 

行
く
 

の
が
い
 

や
に
な
 

り
 

は
し
な
い
 

か
と
さ
へ
 

思
 

は
れ
て
 

私
 

は
 

腹
立
た
し
く
な
 

つ
て
し
 

ま
っ
た
。
 

ほ
 

んと にあの パ 、として 何と 云 ふ 今日は 落度な 事 をな さった の だら う。 私 は 口惜しく 思った。 

松
蟲
 
 

五
二
七
 



有
 
島
 
武
郞
佥
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

五
 二
八
 

四
月
 

五
日
 

あ
、
 
心
地
が
 
悪
い
。
 
先
に
 
は
 
八
 度
 位
の
 
熱
が
 
あ
っ
て
も
 
是
程
 
苦
し
い
 
と
 
は
 思
は
な
か
っ
た
 
が
、
 
こ
の
頃
 
は
ほ
ん
と
 
に
 苦
し
い
。
 
頭
 

は
 重
い
 
し
體
屮
 
だ
る
く
 
つ
て
た
い
 
ぎ
で
、
 
熱
が
 
下
っ
て
も
 
や
つ
ば
 
り
 
起
き
て
 
食
事
 
さ
 
へ
す
 
る
元
氣
 
も
な
 
く
、
 
食
事
 
は
 進
ま
す
、
 
咽
喉
ば
 

か
り
^
!
 
い
て
 
ほ
ん
と
う
に
 
弱
っ
て
 
し
ま
っ
た
。
 
昨
日
 
も
 
先
生
が
 
今
度
 
は
大
變
 
弱
り
 
ま
し
た
ね
、
 
元
氣
 
が
あ
り
ま
せ
ん
 
ね
、
 
な
ど
 
云
 は
 

れ
た
 
が
ほ
ん
と
う
 
に
ど
う
 
し
て
 
こ
ん
な
に
 
弱
っ
て
 
し
ま
っ
た
 
の
か
 
知
ら
ん
。
 
是
れ
 
で
は
 
私
の
 
命
 も
 
あ
と
 

一
 ヶ
月
 
は
お
 
ぼ
っ
か
な
い
 
樣
 

な
氣
 
が
し
て
、
 
さ
す
が
に
 
子
供
達
に
 
逢
 
ひ
た
い
。
 
今
 世
の
お
 
名
殘
 
り
に
 

一 眼
で
 
も
な
 
ど
 
云
 ふ
 心
 も
 
起
ら
な
い
で
 
は
な
い
 
け
れ
ど
、
 
私
 は
 

ど
ん
た
 
事
 
を
し
て
も
 
逢
 
ふ
ま
い
。
 
折
角
 
マ
 
、
を
 
忘
れ
て
 
ゐ
る
 
も
の
 
を
、
 
今
 
こ
の
 
衰
へ
 
果
て
た
 

マ 
、
を
 
見
た
な
ら
 
小
さ
な
 
心
に
 
も
 
マ 

、 

の
 影
が
 
深
《
 
刻
ま
れ
て
 
あ
は
れ
 
な
 思
 出
と
 
い
ふ
 
も
の
 
を
 持
つ
 
や
う
に
 
な
ら
う
。
 

あ
 
\ 
夫
れ
 
が
ほ
ん
と
 
う
に
 
可
哀
 
そ
う
で
 
堪
ら
な
 

い
か
ら
 
私
 は
 逢
 
ふ
ま
い
。
 
過
去
の
 
可
 哀
ぃ
、
 
子
供
達
 
を
 思
 出
し
て
 
見
る
 
よ
り
 
外
に
 
道
 は
な
い
。
 
そ
れ
で
 
滿
 足
し
て
 
私
 は
 死
な
う
。
 

け
 

れ
 ど
く
そ
れ
 
は
 ど
ん
な
に
 
私
 を
 泣
か
せ
る
 
事
 か
 知
れ
な
い
。
 

四
月
 

九
日
 

こ
の
 
淋
し
 
さ
に
 
堪
 
へ
ら
れ
 
な
く
な
っ
た
。
 

而
 し
て
 
恐
ろ
し
く
な
 
つ
て
し
 
ま
っ
た
。
 
病
 氣
が
惡
 
く
な
る
 
に
つ
け
、
 
ま
す
/
 
\
 
私
 は
 苦
 

し
く
て
、
 
自
分
 
を
 苦
し
み
な
が
ら
 
救
ふ
爲
 
め
に
 
夫
 や
 子
供
達
 
を
 
さ
 
へ
 忘
れ
て
 
し
ま
 
ふ
 日
が
 
來
 は
し
ま
い
 
か
と
 
思
 
ふ
と
 
恐
ろ
し
く
な
る
 

J 

あ
、
 
こ
の
 
苦
し
み
な
 
や
み
 
を
 少
し
で
 
も
 
思
 は
な
い
 
爲
め
 
に
も
つ
と
 
賑
や
か
な
 
所
へ
 
移
り
た
い
 
と
 
思
 
ふ
。
 
そ
う
し
て
お
 
友
達
で
 
も
 
ほ
し
 



い
と
^
 

ふ
。
 

兄
弟
 

姉
妹
 

は
 

多
く
 

あ
っ
て
も
 

丈
夫
で
 

あ
る
た
 

め
、
 

私
の
 

こ
の
 

苦
し
み
 

は
わ
 

か
る
ま
い
 

け
れ
ど
、
 

世
界
中
に
 

私
と
 

M
 

じ
に
 

こ
の
 

苦
し
み
 

を
 

味
へ
 

る
 

人
 

は
 

一
 

人
 

も
な
い
 

喾
 

で
あ
る
 

こ
の
 

世
に
 

「
私
」
 

と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
 

一
 

人
よ
り
 

な
い
 

の
 

だ
も
の
、
 

そ
う
 

思
 

ふ
と
 

ほ
ん
 

と
に
/
 

\
 

淋
し
く
な
る
。
 

私
に
 

一
番
 

近
い
 

も
の
、
 

一
番
 

私
の
 

心
に
 

似
た
 

も
の
 

は
 

夫
ば
 

か
り
、
 

あ
 

\ 
夫
 

ば
か
り
が
 

私
の
 

た
の
み
、
 

私
 

を
 

一
 

番
 

よ
く
 

知
っ
て
 

ゐ
て
 

下
さ
る
 

の
 

だ
 

J 
が
 

夫
 

は
そ
う
 

常
に
 

私
の
 

所
に
ば
 

か
り
お
 

出
で
 

に
な
る
 

事
 

も
出
來
 

な
い
か
ら
、
 

他
に
 

私
て
；
^
^
 

し
 

て
 

私
の
 

心
 

を
 

少
し
で
 

も
 

く
ん
で
 

下
さ
る
 

方
 

を
お
 

友
達
に
 

ほ
し
い
と
 

思
 

ふ
〕
 

夫
れ
 

に
 

は
や
つ
 

ば
り
 

苦
し
み
な
 

や
み
 

を
 

持
っ
た
 

方
が
 

い
、
 

に
ち
 

力
い
 

な
い
か
ら
 

私
 

は
や
 

は
り
 

御
 

痫
人
か
 

夫
れ
 

と
も
 

世
 

を
 

悟
り
き
 

つ
た
 

尼
さ
ん
 

が
い
 

\ 
と
 

思
 

ふ
。
 

か
う
；
.
 

4
 

ふ
 

人
々
 

に
よ
っ
て
 

慰
め
 

ら
れ
、
 

は
げ
ま
さ
れ
、
 

又
は
 

罪
な
い
 

話
 

を
し
て
 

ゐ
る
事
 

は
 

ど
ん
な
に
 

私
の
 

神
經
を
 

g
 

ら
げ
 

悲
し
み
 

を
 

減
す
 

る
か
 

知
れ
な
い
。
 

而
 

し
て
 

も
 

少
し
 

人
聲
 

で
も
、
 

せ
め
て
 

人
の
 

足
音
で
 

も
 

聞
え
 

る
 

や
う
な
 

所
に
 

移
り
た
い
。
 

四
月
 

十
八
 

日
夜
 

靜
か
 

夕
飯
 

を
 

終
へ
 

て
か
ら
 

三
重
 

吉
 

氏
の
 

「
珊
瑚
 

樹
」
 

を
 

讀
ん
で
 

居
た
 

が
、
 

そ
れ
に
 

も
 

あ
き
て
 

か
る
く
 

股
 

を
 

閉
ぢ
て
 

兌
た
、
 

I
I
 

と
 

—
 

、 

ま
あ
 

何
と
 

云
ふ
靜
 

か
な
 

事
で
 

あ
ら
う
。
 

浪
の
音
 

も
 

松
風
の
 

音
 

も
、
 

夜
毎
に
 

た
 

\ 
く
お
 

寺
の
 

太
鼓
の
 

ひ
ビ
 

き
さ
へ
 

閗
 

え
す
 

に
た
 

1.
 

し
ん
 

し
ん
と
 

更
け
て
 

居
る
 

中
に
 

チ
タ
 

タ
ク
と
 

時
計
の
 

音
が
 

か
す
か
に
/
、
。
 

何
と
 

云
ふ
靜
 

け
さ
 

か
。
 

死
と
 

云
 

ふ
 

も
の
 

は
こ
ん
 

な
に
^
 

か
に
 

淸
げ
 

で
あ
ら
う
 

と
 

思
 

ふ
と
 

私
の
か
ら
 

だ
は
す
 

ー 
つ
と
 

深
い
 

底
の
 

方
に
 

落
ち
 

こ
ん
で
 

行
く
 

や
う
な
 

心
持
ち
が
 

す
る
。
 

い
か
に
^
 

か
な
.
 

.T
 

院
 

で
も
 

こ
ん
な
に
 

音
の
 

な
い
 

時
 

は
 

今
ま
で
に
 

あ
り
 

は
し
な
い
。
 

甘
い
 

百
 

合
の
 

か
ほ
り
が
 

靜
 

か
に
た
 

ビ 
よ
っ
て
 

來
る
。
 

ぁ
丄
は
 

八/
:：
: 

パ
 

バ
 

か
ら
 

頂
い
た
 

床
の
 

白
百
合
 

だ
。
 

私
 

は
こ
う
 

云
ふ
晚
 

に
こ
う
し
て
 

靜
 

か
に
 

死
の
 

國
に
 

送
ら
れ
た
い
。
 

だ
が
 

一
た
い
 

何
時
か
 

し
ら
む
。
 

^
滿
 

時
で
 

は
 

あ
ろ
ま
い
 

か
。
 

私
 

ね
 
 

0
 
 

-,
丄 

- 1 
-ゴ 

一- 
プ 



冇
島
武
 
郞
仝
集
 
笫
五
卷
 
 

五
三
 
C
 

は
い
つ
 
か
 眠
っ
た
 
の
で
は
な
か
っ
た
 
か
と
 
ふ
と
 
時
計
 
を
 見
れ
ば
 
ま
だ
 
宵
の
 
七
 時
で
 
あ
る
。
 

夕
方
か
ら
 
音
 も
せ
す
 
降
り
出
し
 
た
き
り
 
雨
 は
ま
 
だ
靜
 
か
に
く
 
降
っ
て
 
ゐ
ゃ
 
う
か
。
 
雁
が
な
い
 
て
 行
っ
た
。
 

四
月
 
一 一

十
 五
日
ぬ
 
か
 雨
の
 
夜
 

〇 

あ
し
た
 
來
て
 
な
く
 
庭
の
 
小
鳥
よ
 

め
で
た
き
 
囀
り
 
わ
れ
 
も
覺
 
え
て
 

日
毎
 
ま
ね
す
 
る
 淋
し
き
 
折
々
 

あ
 
\  二

 年
の
 
〇
〇
 
し
ひ
と
 
や
に
 
(
二
字
 
不
明
〕
 

と
ら
 
は
れ
 
人
の
 
わ
れ
に
 
う
れ
し
き
 

友
よ
 
愛
す
る
 
小
鳥
よ
 
汝
は
 

汝
と
 
わ
か
れ
て
 
い
つ
の
 
日
 
我
れ
 
は
 

い
づ
ち
 
行
 く
ら
む
 
あ
は
れ
 
小
鳥
よ
 
 

• 

； き
こ
 
落
ち
て
 
居
た
 
と
 
云
っ
て
 
看
護
婦
が
 
一
羽
の
 
雀
の
 
亡
骸
 
を
つ
 
か
ん
で
 
來
た
。
 
何
時
 
ど
う
し
て
 
死
ん
だ
 
も
の
 
か
 知
ら
な
い
が
 
あ
は
 

^
て
 

が
 折
れ
て
も
 
う
か
た
 
く
な
 
つ
て
 
ゐ
た
。
 
き
っ
と
 
こ
の
 
屋
根
に
 
巢
 く
っ
て
 
居
る
 
雀
の
 

一
 つ
に
 
ち
が
い
な
い
。
 
毎
日
く
 
何
の
 

苦
勞
も
 
知
ら
な
い
 
や
う
に
、
 
朝
早
く
か
ら
 
庭
に
 
お
り
て
 
囀
づ
 
り
、
 
晝
は
ニ
 
羽
の
 
親
 雀
が
 
か
わ
り
，
^
 
\
 
に
 飛
ん
で
 
行
っ
て
 
は
 何
 か
 運
ん
 



で
歸
 

つ
て
 

來
 

る
と
 

家
 

根
の
 

中
で
 

は
 

子
 

雀
が
 

ぴ
 

よ
く
い
っ
て
 

な
き
 

さ
わ
い
で
 

ゐ
 

た
の
 

を
、
 

去
年
 

0
 

八，
； 

g
 

私
 

は
お
 

犬
氣
 

ゥ 
c 

こ 

は
、
 

庭
に
 

椅
子
 

を
 

出
し
て
 

そ
れ
に
 

臥
な
が
ら
，
 

こ
の
 

か
わ
い
、
 

小
鳥
の
 

生
活
 

を
 

ど
ん
な
に
/
 

\
 

お
も
し
ろ
く
な
 

が
め
 

募
し
た
 

事
で
 

あ
 

つ
た
ら
 

う
。
 

そ
れ
か
ら
 

一
年
間
 

床
に
 

つ
き
き
っ
て
 

私
 

は
も
う
 

見
る
 

事
 

は
出
來
 

な
か
っ
た
 

け
れ
ど
も
、
 

そ
の
 

漀
を
 

聞
い
て
 

こ
の
 

ネ
 

ン
ぃ
 

な
や
み
の
 

然
し
 

美
し
い
 

ひ
と
や
の
 

中
に
 

ど
ん
な
に
 

慰
め
ら
れ
て
 

居
た
 

か
 

知
れ
な
か
っ
た
。
 

そ
う
し
て
 

私
 

は
ま
 

だ
 

少
し
も
よ
 

く
 

は
な
ら
 

な
い
 

け
れ
ど
も
、
 

あ
ま
り
に
 

長
い
 

こ
 

X 
の
 

わ
び
し
い
 

生
活
に
 

あ
き
て
 

近
く
 

移
ら
う
 

と
し
て
 

居
る
 

け
れ
ど
、
 

た
ビ
こ
 

o 
二
 

年
 

朝
夕
に
 

ネ
 

し
い
 

私
の
 

友
だ
っ
た
 

家
 

根
の
 

雀
 

と
^
れ
る
 

事
 

は
ほ
ん
と
 

に
 

淋
し
い
 

や
う
に
 

思
 

は
れ
て
 

ゐ
た
 

そ
の
 

や
さ
き
、
 

こ
う
し
て
 

W
 

愛
い
、
 

义
 

3 

一
 

つ
が
 

あ
は
れ
 

な
 

姿
に
 

な
っ
た
 

の
 

を
 

私
 

は
ほ
ん
と
 

に
 

悲
し
く
 

思
っ
た
。
 

父
 

か
 

母
 

か
子
崔
 

か
、
 

ど
れ
 

か
 

は
 

知
る
 

よ
し
 

も
な
い
 

け
れ
ど
、
 

あ
と
に
 

殘
っ
 

た
も
の
 

ど
も
 

は
や
つ
 

ば
り
 

淋
し
く
 

思
 

ふ
で
 

あ
ら
う
 

か
。
 

そ
う
 

思
 

ふ
と
 

庭
に
 

飛
ん
で
 

來
て
 

な
く
 

雀
が
 

こ
の
 

死
 

を
 

悲
ん
で
 

居
 

る
 

や
う
に
 

さ
へ
 

思
 

は
れ
る
。
 

今
日
は
 

曇
っ
て
 

寒
く
 

も
 

あ
る
か
ら
 

私
 

は
 

出
ら
れ
な
 

い
か
ら
、
 

若
 

護
 

婦
 

に
こ
の
 

小
さ
な
 

な
き
が
ら
 

を
お
^
 

の
 

隅
に
 

葬
ら
せ
て
 

大
き
な
 

石
碑
 

を
 

立
て
 

\ 
お
 

花
 

を
 

供
へ
 

さ
せ
た
。
 

お
：
 

大
氣
 

が
よ
く
な
 

つ
て
 

私
が
 

出
ら
れ
る
 

日
が
 

来
た
な
ら
 

一
 

番
 

さ
き
に
 

こ
の
お
 

墓
の
 

ま
 

は
り
に
 

垣
根
 

を
 

こ
し
ら
 

へ
て
 

む
り
^
い
。
 

そ
 

う
し
て
 

墓
標
に
。
 

わ
が
 

愛
で
し
 

友
な
る
 

小
鳥
の
 

御
 

魂
よ
 

永
久
に
 

安
 

か
れ
 

. 

と
か
い
て
 
…
…
 

。 

叫
 

月
 

一 
一
十
 

七
日
の
 

夕
 



有
 
島
武
 
郎
仝
笾
 

第
五
 
畚
 
 

五
一
 ニ
ニ
 

永
い
 
間
 私
 を
 守
っ
て
 
居
て
 
く
れ
た
 
こ
の
 
病
窒
 
と
も
う
 

一
 週
間
 
も
た
 

i 
な
い
 
中
に
 
別
れ
る
 
事
に
 
な
っ
た
。
 
あ
-
こ
の
 
家
 
こ
そ
 
は
 私
の
 

爲
め
 
に
ど
ん
 
な
に
/
 
\
 
深
い
 
思
 出
で
 
の
 種
と
 
な
る
 
で
あ
ら
う
。
 
ほ
ん
と
う
 
に
こ
 

\ 
に
來
て
 

一
 年
と
 
g: ヶ

月
の
 
間
 
一
 曰
と
 
し
て
 
安
き
 
日
 

と
て
 
は
な
く
 
人
前
に
 
こ
そ
 
は
元
氣
 
に
し
て
 
居
て
も
、
 

一
 人
の
 
時
の
 
み
じ
め
な
 
私
の
 
淚
も
呪
 
ひ
も
 
悶
え
の
 
夜
晝
の
 
凡
て
も
 
知
っ
て
 
ゐ
る
 

の
 だ
。
 
あ
、
 
此
 所
に
 
来
た
 
そ
の
 
時
に
は
 
必
す
 
治
っ
て
 
！
 
必
す
 
向
上
 
進
歩
し
た
 
立
派
な
 
者
に
 
な
っ
て
 
い
つ
の
 
日
に
 
か
 は
 歸
ら
れ
 
や
う
 

と
 
心
に
 
樂
 し
み
 
且
つ
 
は
 誓
つ
 
て
 居
た
 
の
だ
っ
た
 
に
、
 
今
の
 
私
 は
こ
の
 
永
の
 
年
月
 
を
た
^
い
 
た
づ
ら
 
に
 恐
れ
と
 
苦
し
み
の
 
中
に
ば
 
か
り
 

過
し
て
 
し
ま
っ
て
、
 
何
の
 
進
歩
 
向
上
 
も
な
 
く
 
病
 も
 
進
み
 
こ
そ
 
す
れ
 
怠
る
 
事
な
 
く
、
 
こ
の
ま
 
 
に
 悲
し
い
 
淋
し
い
 
思
の
 
み
を
殘
 
し
て
 
こ
 
\ 

を
^
れ
 
て
 行
く
 
の
で
 
あ
ら
う
。
 
そ
う
し
て
 
そ
の
後
に
 
は
じ
ま
る
 
生
活
 
は
 ど
ん
な
で
 
あ
ら
う
？
 

や
つ
ば
 
り
こ
 

\ 
に
 居
た
 
時
と
 
同
じ
 
事
 

を
 
思
 
ひ
 廻
 は
し
 
同
じ
 
や
う
に
 
寢
 た
な
り
 
に
 夫
と
 
子
等
 
を
戀
 
ひ
わ
び
な
が
ら
 
淋
し
い
 
中
に
 
暮
 す
の
で
 
は
な
い
だ
ら
 
う
か
。
 
そ
れ
と
も
 
病
 

氣
が
 
も
っ
と
 
惡
く
 
な
っ
て
、
 

た
^
 
死
の
 
谷
に
 
落
ち
る
 
の
か
、
 
ま
た
は
 
少
し
 
は
よ
 
く
な
 
つ
て
 
外
歩
き
で
 
も
で
 
き
る
 
や
う
に
 
な
れ
る
 
で
あ
 

ら
う
 
か
、
 
ど
う
な
る
 
事
 か
と
 
考
へ
 
る
と
 
何
だ
か
 
自
分
の
 
未
來
を
 
案
す
 
る
と
 
云
 ふ
よ
り
も
 
他
人
の
 
事
で
 
も
 
思
 ふ
や
う
 
だ
。
 
ど
う
な
ら
 
う
 

と
 
少
し
も
 
構
 は
な
い
、
 

た
ビ
 
運
命
の
 
な
す
 
ま
 
 
に
な
っ
て
 
行
く
 
よ
り
 
仕
方
が
な
 
い
と
 
思
 は
れ
て
、
 
お
も
し
ろ
い
 
劇
 曲
で
 
も
 
見
る
 
や
う
 

な
 心
地
が
 
す
る
。
 
何
 だ
っ
て
こ
う
 
自
分
に
 
冷
淡
に
 
な
っ
て
 
し
ま
 
ふ
か
、
 
ほ
ん
と
 
に
こ
の
 
頃
 私
 は
 
ひ
ど
く
 
自
分
 
を
 
つ
め
た
く
 
あ
し
ら
つ
 

て
 居
る
。
 
そ
う
し
て
 
こ
の
 
病
ん
で
 
居
る
 
の
 は
ほ
ん
と
 
う
の
 
私
自
身
で
は
な
く
て
、
 
過
去
の
 
幸
福
だ
っ
た
 
私
 は
ま
た
 
そ
の
 
ま
 
\ 
に
 幸
 蝠
 

で
 ど
こ
か
に
 
樂
 し
く
 
暮
 し
て
 
ゐ
 
る
の
で
 
は
な
い
 
か
と
さ
 

へ
 思
 は
れ
る
。
 
あ
ま
り
に
 
過
去
と
 
か
け
は
な
れ
て
 
不
幸
な
 
現
在
の
 
私
 を
 自
分
 

と
 
は
 思
へ
 
な
い
で
、
 
罪
 惡
と
云
 
ふ
 
一
 つ
の
 
物
の
 
や
う
に
 
さ
へ
 
思
 は
れ
る
。
 
眞
實
の
 
幸
な
 
私
 は
 何
處
に
 
居
る
 
の
か
、
 
よ
し
や
 
老
病
 
死
 も
 

何
の
 
苦
に
 
も
な
ら
 
ぬ
 天
の
 
御
園
に
 
居
る
 
の
で
 
も
 
か
ま
 
は
な
い
、
 
早
く
 
私
 は
 そ
の
 
私
の
 
所
に
 
歸
 
つ
て
 
行
き
た
い
 
の
で
す
。
 

こ
 
\ 
と
 離
れ
 

て
 新
た
な
 
家
に
 
移
っ
た
ら
 
ほ
ん
と
の
 
私
に
 
歸
れ
 
る
か
 
も
 
知
れ
な
い
。
 

あ
 
\ 
運
命
 
は
 私
 を
 
ど
う
 
導
く
 
で
せ
 
う
か
。
 



〇 

寝
ら
れ
な
い
 

夜
な
 

ど
 

今
ま
で
 

自
分
が
 

逢
っ
て
 

来
た
 

色
々
 

の
 

人
々
 

の
 

顔
な
 

ど
 

思
 

ひ
 

浮
べ
て
 

見
る
 

と
き
た
い
 

に
ど
の
 

颜
 

に
も
 

何
と
 

は
.
 

h 

し
に
 

淋
し
い
 

影
が
 

あ
る
 

や
う
に
 

思
 

は
れ
る
 

。
美
し
い
 

の
に
 

も
 

醜
い
 

の
に
 

も
 

老
い
た
 

る
 

も
 

若
き
 

も
、
 

そ
う
し
て
 

幼
い
 

小
 

化、
 

の
 

顔
に
 

さ
へ
 

悲
 

し
み
と
 

い
ふ
 

も
の
-
 

- 
影
が
 

漂
っ
て
 

居
る
 

か
の
 

や
う
に
 

思
 

は
れ
る
。
 

自
分
が
 

こ
う
し
て
 

病
ん
で
 

居
る
 

た
め
こ
ん
 

な
に
 

S
 

よ
^
る
 

の
か
 

も
 

失
れ
 

な
い
 

力
 

凡
て
の
 

人
 

は
 

心
の
中
に
 

「
淋
し
 

さ
」
 

を
 

持
っ
て
 

居
る
 

か
ら
で
 

は
な
い
 

か
 

知
ら
ん
。
 

そ
う
し
て
 

凡
て
の
 

人
が
 

可
^
相
 

こ 

な
っ
て
 

し
ま
っ
て
、
 

誰
れ
 

を
で
 

も
、
 

こ
と
に
 

哀
れ
な
 

弱
い
 

貧
し
い
 

小
さ
い
 

も
の
 

ほ
ど
 

可
愛
が
っ
て
 

や
り
た
 

く
な
る
。
 

(
下
略
)
 

四
月
 

三
十
日
 

小
石
 

を
 

打
つ
 

け
る
 

や
う
な
 

音
 

を
 

さ
せ
て
 

は
げ
し
い
 

雨
 

は
 

雨
戶
を
 

打
つ
。
 

う
す
ら
 

喑
ぃ
 

十
疊
に
 

一
 

人
寢
 

な
が
ら
 

銀
の
 

ト
 

S
 

に
さ
し
 

ヒ
 

床
の
 

白
百
合
 

を
 

見
て
 

居
る
 

と
 

何
と
も
 

云
 

へ
す
 

い
 

X 
心
地
が
 

す
る
。
 

靜
 

か
に
 

音
 

も
な
 

く
 

降
る
 

軟
 

か
い
 

雨
 

も
し
つ
 

と
り
と
、
.
！
 

3 が
^
す
い
て
 

い
 

\ 
も
の
で
あ
る
が
、
 

又
こ
う
 

し
た
 

激
し
い
 

大
雨
 

も
ど
ん
 

な
に
 

氣
 

が
せ
い
，
，
 

（\
 

し
て
い
、
 

か
し
れ
 

な
い
。
 

朝
か
ら
 

こ
つ
 

激
し
く
 

少
し
 

の
パ
 

休
み
 

も
な
 

く
 

荒
れ
て
 

ゐ
て
 

何
時
 

晴
れ
そ
う
 

に
も
 

思
 

は
れ
な
い
 

こ
 

の
 

雨
 

は
ほ
ん
と
 

に
 

富
し
 

く
 

ま
 

t
 

る
。
 

fe
* 

は
 

さ
ぞ
 

湖
 

り 

い
 事
で
 
あ
ら
う
。
 

私
 

は
 

極
に
ば
 

か
り
 

住
っ
て
 

ゐ
る
 

人
間
ら
 

し
い
。
 

そ
う
し
て
 

極
か
ら
 

極
 

を
 

飛
び
 

ま
 

は
る
 

事
が
 

好
き
と
：
 

^
え
る
。
 

人
前
に
 

こ
そ
に
 

こ
や
 

か
に
 

快
活
な
ら
 

ん
氣
 

で
あ
る
 

私
の
 

か
げ
の
 

一
 

人
 

は
 

ど
ん
な
に
 

常
に
 

淋
し
い
 

か
 

知
れ
な
い
。
 

唯
 

一
 

人
で
：
^
 

る
か
.
 

V.
* 

'
で
お
 

や
 

い 
こ
.
^
 

る
 

力
ぐ
 

お
き
、
 

な
ま
じ
い
の
 

友
 

を
 

持
つ
 

よ
り
 

一
 

人
が
 

好
き
、
 

餘
 

計
な
 

話
 

を
す
 

る
よ
り
も
 

默
 

つ
て
 

g
 

る
の
 

が
い
.
，
 

や
つ
で
、
 

^
き
な
 

も
の
 

は
 

松
 
 

蟲
 
 

五
 

：：
； 

一；
； 



有
 
島
 
武
郞
仝
 
集
 

第
五
 
卷
 
 

五一 二 四
 

し
ん
か
ら
 
子
き
、
 
嫌
 
ひ
な
 
も
の
 
は
し
ん
 
か
ら
 
き
ら
 
ひ
、
 
と
 
云
っ
た
 
風
で
、
 
ほ
ん
と
 
に
よ
く
な
い
 
事
と
 
思
 
ふ
が
 
性
分
で
 
し
か
た
が
な
い
 

私
の
 
心
 も
 今
日
の
 
や
う
に
 
嵐
の
 
事
が
 
あ
る
か
と
 
思
 ふ
と
、
 
す
ぐ
 
そ
の
 
あ
と
か
ら
 
春
雨
の
 
や
う
な
 
情
深
い
 
や
さ
し
い
 
心
が
 
出
て
 
來
る
。
 

こ
う
 
云
 ふ
 私
-
 H, 常

に
 
自
分
自
身
 
を
 
さ
へ
 
世
の
常
な
ら
 
す
 あ
は
れ
 
が
っ
て
 
愛
す
る
 
か
、
 
又
な
 
み
は
 
づ
れ
 
に
に
 
く
む
 
か
、
 
ど
ち
ら
 
か
で
 
居
 

る
。
 
そ
う
し
て
 
こ
の
 
半
死
半
生
の
に
 
え
き
ら
な
い
 
今
の
 
我
 身
 を
 
ど
ん
な
に
 
齒
が
 
ゆ
く
 
に
く
、
 
思
っ
て
 
ゐ
 
る
か
 
知
れ
な
い
。
 

こ
の
 
嵐
 
Q
 

や
う
に
 
病
 氣
が
惡
 
く
 
あ
れ
 
ま
わ
っ
て
 
あ
の
世
の
 
地
獄
に
 
落
ち
て
 
し
ま
 
ふ
か
、
 
晴
れ
て
 
こ
の
 
世
の
 
天
國
に
 
歸
ら
れ
 
る
か
、
 
ほ
ん
と
 
に
 早
 

く
ど
う
に
 
 
か
な
っ
て
 
ほ
し
い
。
 

あ
-
、
 
こ
の
 
世
の
 
天
國
 
こ
そ
 
私
の
 
望
む
 
所
な
 
の
で
す
。
 

死
に
た
い
 
の
 生
き
た
い
 
の
 と
 云
 ふ
 (
以
下
 缺
文
)
 
 

， 

；
 
 

〇
 

私
の
 
ま
わ
り
の
 
方
々
 
は
 私
が
 
こ
う
し
て
 
永
い
 
間
 毎
日
，
 
（
-
 
熱
が
 
あ
る
 
身
で
 
暮
 し
て
 
居
る
 
の
 を
 苦
し
か
ら
 
う
と
 
ほ
ん
と
う
に
 
考
 
へ
て
 

居
て
 
下
さ
る
 
の
で
 
あ
ら
う
 
か
。
 
何
だ
か
 
そ
う
は
 
思
へ
 
な
い
。
 
丈
夫
の
 
人
が
 
も
し
 
七
 度
 
五
六
 
分
の
 
熱
で
 
も
 
あ
る
と
 
可
た
り
 
苦
し
い
 
と
 思
 

ふ
で
 
あ
ら
う
。
 

が
 私
 は
 
一
 つ
 は
 慣
れ
て
 
ゐ
る
故
 
も
 
あ
ら
う
 
け
れ
ど
も
 
七
 度
 八
九
分
、
 
八
 度
を
越
え
 
る
 時
で
 
も
、
 
お
 人
で
 
も
 
あ
れ
ば
 
笑
 
ひ
 

な
が
ら
 
元
氣
に
 
話
す
。
 
そ
れ
 
を
 御
覧
に
な
る
 
人
に
 
は
 熱
の
 
高
い
 
の
 を
 御
存
じ
で
 
あ
り
な
が
ら
 
大
變
 
よ
く
な
 
つ
た
く
 

と
 
云
 は
れ
る
。
 

私
が
 
少
し
 
苦
し
い
 
の
 を
 押
へ
 
て
お
 
愛
 相
 を
し
て
 
ゐ
 
る
と
 
は
お
 
氣
 が
っ
か
な
 
い
か
ら
 
勿
論
 
苦
し
か
ら
 
う
な
 
ど
 

\ 
は
 思
っ
て
も
 
下
さ
ら
な
 

い
と
 
見
え
る
。
 
こ
う
し
て
 

一
年
 半
 も
 
私
 は
 毎
日
 
熱
 あ
る
 
身
で
 
暮
 し
て
し
 
ま
っ
た
。
 
そ
う
し
て
 
こ
の
頃
 
も
そ
う
 
よ
く
 
は
，
 な
い
 
の
に
 
皆
樣
 

は
よ
 
く
な
 
つ
た
く
 

と
 云
っ
て
 
喜
ん
で
 
居
ら
れ
る
。
 
熱
が
 
あ
る
と
 
云
へ
ば
 
そ
ん
な
 
熱
 は
す
ぐ
 
と
れ
る
 
と
 
云
 は
れ
る
。
 
叉
 ど
う
し
て
 
そ
 

う
 
熱
が
 
出
る
 
の
 だ
ら
 
う
な
 
ど
、
 
冷
や
か
な
 
事
 を
 
云
 は
れ
る
。
 
病
 氣
が
惡
 
け
れ
ば
 
こ
そ
 
熱
が
 
出
る
 
の
 を
、
 
よ
く
な
 
つ
た
と
 
信
じ
て
 
居
ら
 



れ
る
 

方
々
 

に
 

は
ほ
ん
と
の
 

事
が
 

少
し
も
 

わ
か
ら
な
 

い
と
 

見
え
る
。
 

た
ま
に
お
 

出
に
 

な
っ
て
 

御
^
に
な
 

る
の
 

だ
か
ら
 

無
现
 

e
 

i
 

な
 

い
か
 

も
 

知
れ
な
い
 

け
れ
ど
も
，
 

も
と
く
 

こ
の
 

病
 

氣
は
顏
 

色
 

だ
っ
て
そ
う
 

惡
 

く
な
い
 

事
 

も
 

多
い
 

の
 

だ
も
の
 

を
。
 

悪
い
 

の
に
よ
 

く
な
 

つ
た
と
 

云
っ
て
 

そ
う
 

信
じ
て
 

喜
ん
で
 

下
さ
る
 

の
 

は
、
 

よ
 

い
 

の
 

を
 

惡
く
忍
 

ひ
 

§
 

て
 

案
じ
て
 

下
さ
る
 

よ
り
^
 

様
の
 

マ.
？ 

め
に
 

よ
ろ
こ
ば
し
い
 

け
れ
ど
も
、
 

私
に
 

と
っ
て
 

は
 

淋
し
い
 

事
 

だ
。
 

死
ぬ
 

る
 

日
が
 

來
て
も
 

私
が
 

元
氣
 

そ
う
に
 

さ
へ
 

し
て
 

ゐ
た
 

な
ら
よ
 

く
 

な
っ
た
 

く
と
 

云
 

は
れ
る
 

か
も
 

知
れ
な
い
。
 

自
分
の
 

身
 

は
 

自
分
と
 

醫
師
が
 

一
番
よ
 

く
 

知
っ
て
 

ゐ
 

る
の
 

だ
。
 

何
に
 

つ
け
て
も
 

人
^
と
 

い
 

ふ
 

も
の
 

は
 

孤
獨
の
 

淋
し
 

さ
 

を
 

感
ぜ
す
 

に
 

は
 

居
ら
れ
な
い
。
 

五
月
 

十
六
 

日
 〇 

あ
な
た
に
 

手
紙
 

を
 

差
 

上
 

度
い
 

と
 

思
 

ひ
ま
し
て
も
 

乎
 

弒
を
害
 

け
ば
き
 

つ
と
 

此
 

頃
の
 

私
の
 

心
 

持
が
 

现
 

は
れ
ま
せ
 

う
。
 

そ
れ
 

は
^
に
と
 

つ
 

て
 

は
 

何
で
も
な
い
 

事
で
 

御
座
い
ま
 

す
が
 

あ
な
た
 

や
 

皆
様
に
 

は
 

悲
し
い
 

事
と
^
 

じ
ま
す
 

の
で
、
 

こ
ん
な
に
 

終
始
 

私
の
^
 

を
^
 

じ
て
！
^
 

て
 

下
さ
る
 

上
に
、
 

猶
ぉ
 

悲
し
め
 

申
す
 

の
が
 

私
に
 

は
堪
 

へ
ら
れ
な
い
 

苦
し
み
で
す
。
 

そ
ん
な
ら
 

一
人
で
た
 

ピ 
思
っ
て
 

お
れ
ば
 

よ
さ
 

そ
う
な
 

も
の
で
 

御
座
い
ま
す
 

け
れ
ど
も
 

そ
れ
 

も
 

何
ん
だ
 

か
 

淋
し
い
 

も
の
で
 

あ
な
た
に
 

手
 

羝
を
差
 

上
げ
る
 

代
り
に
 

こ
、
 

に
 

認
め
て
 

お
き
ま
す
。
 

私
 

カ
タ
ん
で
 

後
御
覽
 

に
な
り
 

ま
せ
う
。
 

け
れ
ど
 

決
し
て
 

悲
ん
で
 

下
さ
い
 

ま
す
な
 

私
の
 

爲
 

め
に
 

は
。
 

跡
に
 

殘
ら
れ
 

た
 

あ
な
た
 

ゃ
广
^
 

土
 

御
兩
親
 

樣
の
爲
 

め
に
 

泣
い
て
 

下
さ
い
。
 

死
力
し
 

の
び
や
か
に
 

近
づ
い
て
 

麥
 

り
ま
す
。
 

私
に
 

は
 

そ
の
 

ひ
ビ
 

き
を
 

聞
く
 

事
が
 

出
來
 

ま
す
、
 

あ
な
た
に
 

は
閗
 

こ
え
な
い
 

と
 

仰
し
 

や
 

い
ま
し
て
も
。
 

私
 

は
 

自
身
の
 

爲
に
 

悲
し
み
ま
せ
ん
。
 

で
き
る
 

丈
の
 

手
 

あ
て
 

を
し
て
 

頂
い
て
 

そ
れ
で
い
 

け
な
い
 

の
な
ら
 

ほ
ん
と
の
 

ア、
 

お
 

で
 

御
座
い
ま
す
。
 

人
の
 

力
で
 

ど
う
す
 

る
 

事
 

も
 

出
来
な
い
 

此
 

天
命
に
 

泣
く
 

よ
り
 

外
し
 

か
た
が
 

御
座
い
ま
せ
ん
。
 

あ
な
た
 

は
 

私
が
，
；
^
 

に
し
 

松
 
0
 
 

や
^
 



有
烏
武
 
郎
 
仝
 
集
お
 
五
卷
 
 

五
 
三
 六
 

過
ぎ
て
 
ゐ
 
る
と
 
仰
い
 
ま
す
が
 
私
 は
そ
う
 
は
 思
 
ひ
ま
せ
ん
。
 
皆
様
に
 
は
お
 
氣
の
 
毒
で
 
御
座
い
ま
す
 
が
も
う
い
 
け
ま
せ
ん
。
 
副
 院
長
 
は
 肺
 

ま
 
1
 
む
 も
の
で
 
な
い
 
と
 
仰
 し
ゃ
い
ま
し
た
 
け
れ
ど
も
 
私
 は
そ
う
 
思
 ひ
ま
せ
ん
。
 

此
 頃
の
 
私
 は
せ
 
き
で
 
も
 
す
れ
ば
 
兩
 方
の
 
肺
の
 
全
部
が
 

痛，； fk ま
す
。
 
き
き
 
は
 
多
く
 
痰
 も
 
多
く
 
ど
う
し
て
も
 
治
れ
る
 
見
込
 
は
 御
座
い
ま
せ
ん
。
 
そ
れ
に
 
腰
が
 
冷
え
た
り
 
食
事
が
 
進
ま
な
か
っ
た
 

り
し
て
。
 
今
の
 
處
 
で
は
 
ま
だ
 
肉
 も
 
可
な
 
り
つ
い
て
 
居
ま
す
 
し
、
 
熱
 も
 
ひ
ど
く
 
高
い
 
と
 申
す
 
程
で
 
も
 
御
座
い
ま
 
せ
ん
し
 
血
色
 
も
さ
し
て
 

^
く
 
は
 御
座
い
ま
せ
ん
 
(
こ
の
 
病
氣
は
 
血
色
 
は
 あ
て
 
に
な
り
 
ま
せ
ん
 
け
れ
ど
も
」
 
が
 少
し
 
づ
\
 
進
ん
で
 
行
っ
て
 
ゐ
る
 
の
が
 
私
に
 
は
よ
 
く
 

わ
か
り
ま
す
。
 
ど
う
し
た
っ
て
 
全
快
 
は
 出
来
ま
せ
ん
。
 

い
っ
か
 
は
 死
が
 
參
 り
ま
す
。
 
而
 し
て
 
そ
の
 
死
が
 
も
う
 
近
づ
い
て
 
る
の
 
を
 私
 は
 

知
っ
て
 
居
り
ま
す
。
 

そ
の
 
年
月
の
 
間
 を
 
こ
ん
な
 
何
 
一
 つ
と
 
り
ゑ
の
 
な
い
 
ふ
つ
 

\ 
か
 者
 を
よ
 
く
も
 
愛
し
て
 
下
さ
い
ま
し
た
。
 
導
い
て
 
下
 

さ
い
ま
し
た
。
 

ま
ん
と
 
に
、
 い
 
の
 底
の
 
底
か
ら
 
私
 は
 難
 有
い
 
と
も
 
う
れ
し
い
 
と
も
 
も
っ
た
い
な
い
 
と
も
 
思
っ
て
 
居
り
ま
す
。
 
あ
な
た
の
 

や
う
な
 
美
し
い
 
尊
い
 
方
 
を
 夫
に
 
持
っ
た
 
と
 
云
 
ふ
 事
が
 
短
い
 
生
涯
の
 
中
の
 
唯
一
 
つ
の
 
ほ
こ
り
で
 
御
座
い
ま
す
。
 

こ
の
 
誇
り
の
 
爲
 め
に
 
私
 

は
^
し
い
 
中
に
 
も
 
よ
ろ
こ
ん
で
 
死
ぬ
 
事
が
 
出
来
る
 
の
で
 
御
座
い
ま
す
。
 

私
 は
 生
れ
て
か
ら
 
今
ま
で
 
何
 
一
 つ
い
 

\ 事
 を
 致
し
ま
せ
ん
で
 

し
と
。
 
、
の
 
形
と
 
生
れ
な
が
ら
 
人
ら
し
い
 
事
 は
 何
も
し
 
な
か
っ
た
 
や
う
で
 
御
座
い
ま
す
。
 
夫
れ
 
が
 淋
し
く
 
悲
し
い
 
の
で
す
。
 
た
^
 
三
 

入
の
 
子
供
 
を
殘
 
す
事
是
 
れ
 だ
け
が
 
人
間
 
並
の
 
事
で
あ
っ
た
 
か
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 
け
れ
ど
 
是
は
 
却
て
 
罪
で
あ
っ
た
 
か
も
 
知
れ
ま
せ
ん
。
 

北
、
 上
 年
老
い
 
給
へ
 
る
 御
 兩
親
樣
 
を
 御
世
 
話
 申
さ
な
け
れ
ば
 
な
ら
な
い
 
娘
の
 
身
で
 
あ
り
な
が
ら
、
 

只
の
 
一
度
 
も
 御
 兩
親
稻
 
の
 御
世
 
話
 

を
^
し
た
 
事
 は
な
く
、
 
却
て
 
何
か
ら
 
何
ま
で
 
御
世
話
に
な
り
 
通
し
、
 
殊
に
 
病
氣
 
に
な
っ
て
 
か
ら
 
は
 
子
供
達
ま
で
 
御
 厄
介
に
 
な
っ
て
 
居
 

り
ま
す
 
の
で
す
 
も
の
、
 
私
 は
ほ
ん
と
 
う
に
 
是
が
 
何
よ
り
 
心
苦
し
い
 
事
で
 
御
座
い
ま
す
。
 
夫
か
ら
 
あ
な
た
に
 
對
 し
て
も
 
決
し
て
 
良
妻
で
 

も
な
 
く
 
賢
妻
で
 
も
な
 
く
 
却
て
 
あ
な
た
の
 
御
 邪
魔
ば
 
か
り
し
て
 
居
た
 
様
で
 
御
座
い
ま
す
。
 
殊
に
 
子
供
達
に
 
對
 し
て
 
は
 罪
深
い
 
母
親
で
 
御
 

座
い
 
ま
す
 
。
子
供
達
の
 
事
 を
 思
 
ふ
 時
に
 
丈
け
 
私
 は
こ
ん
 
な
い
や
な
 
母
親
で
 
も
 
生
き
て
 
居
て
 
遣
り
た
い
 
と
 
思
 は
す
に
 
は
 居
ら
れ
ま
せ
ん
。
 

け
、
 
ど
 今
 は
し
か
た
 
が
あ
り
ま
せ
ん
。
 

こ
う
い
 
ふ
 事
と
 
知
っ
て
 
居
る
な
ら
 
も
っ
と
 
<
 
子
供
達
に
 
よ
く
し
て
 
置
き
た
か
っ
た
 
な
ど
、
 



今
更
 

愚
痴
が
 

出
ま
す
 

の
 

も
や
つ
 

ば
り
 

弱
い
 

女
心
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 

夫
か
ら
 

弟
妹
 

方
に
 

も
 

御
世
^
 

様
に
な
っ
た
 

ば
か
り
で
 

何
ん
 

の
 

御
 

役
に
立
た
な
か
っ
た
 
事
 を
 御
^
び
 
申
ま
す
。
 

神
 尾
の
 
御
兩
 
親
に
 
も
 
申
譯
が
 
御
座
り
ま
せ
ん
 
が
、
 
今
 
は
も
う
 
ど
う
す
 
る
 事
 も
 出
来
ま
せ
ん
。
 

只
々
 
知
れ
る
 
限
り
の
 
方
々
 
に
 御
禮
と
 

御
^
び
 
と
 
を
 山
々
 
繰
り
返
し
 
申
 
上
げ
る
 
外
 は
 御
座
い
ま
せ
ん
。
 

私
 は
 死
 を
 少
し
も
 
恐
れ
ま
せ
ん
。
 
こ
う
し
て
 
筆
 を
 執
っ
て
 
居
ま
し
て
も
 
淚
 さ
へ
 
浮
び
ま
せ
ん
。
 
人
ら
し
い
 
事
 を
し
 
な
い
で
 
死
ぬ
 
と
 

い
ふ
 
事
が
 
殘
 念
で
 
御
座
い
ま
す
 
け
れ
ど
、
 
死
 其
 物
 は
 悲
し
く
 
も
 
恐
ろ
し
く
 
も
 
何
ん
 
と
も
 
御
座
い
ま
せ
ん
。
 
こ
ん
な
に
 
ひ
ど
く
な
 
つ
て
 

し
ま
っ
て
 
は
ど
う
せ
 
全
治
 
し
な
い
の
 
で
す
か
ら
 
生
き
て
 
居
る
 
の
 は
 名
の
み
 
で
、
 
只
 
ぶ
ら
，
，
 （\ 

し
て
 
居
て
 
人
様
に
 
も
 御
迷
惑
 
を
 か
け
、
 

自
身
 
も
氣
 
が
ね
 
心
配
 
を
し
て
 
暮
 す
よ
り
 
死
ぬ
 
方
が
 
す
べ
て
の
 
爲
め
 
に
よ
く
 
は
な
い
 
か
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
全
快
し
て
 
生
き
ら
れ
る
 
な
ら
こ
 

ん
な
 
嬉
し
い
 
事
 は
 御
座
い
ま
せ
ん
 
け
れ
ど
も
。
 
今
 は
も
う
 
そ
ん
な
 
事
 は
 願
 は
れ
 
も
し
な
い
 
事
と
 
な
っ
て
 
し
ま
 
ひ
ま
し
た
。
 

此
 十
日
ば
 
か
り
 
私
の
 
心
 は
 死
と
 
い
ふ
 
事
ば
 
か
り
 
思
 
ひ
つ
 
ビ 
け
ま
し
た
。
 
そ
う
し
て
 
今
で
は
 
死
 を
 思
 ふ
^
は
 
樂
 し
み
の
 
様
に
な
り
 
ま
 

し
た
、
 

戀
 

人
の
 

上
で
 

も
 

思
 

ふ
 

様
に
 

死
ば
 

か
り
 

を
 

思
っ
て
 

ゐ
 

ま
す
。
 

平
 塚
 停
車
場
 
は
 大
山
に
 
で
も
 
行
く
 
乘
合
 
馬
車
で
 
も
 御
座
い
ま
せ
 
う
か
 
時
々
 
ラ
ッ
パ
 

の
 音
が
 
聞
え
 
ま
す
。
 
こ
の
 
ラ
ッ
パ
 

の
 

を
き
 
く
 

事
 

は
ほ
ん
と
 

に
、
 

悲
し
い
 

事
で
 

御
座
い
ま
し
た
。
 

い
つ
も
 

鹽
 

原
の
 

昔
 

を
 

思
 

ひ
 

出
し
ま
す
 

の
で
。
 

あ
 

X 
あ
 

の
^
は
 

何
と
い
 

ふ
樂
 

し
い
 

時
 

で
 

御
座
い
ま
 

し
た
で
せ
 

う
。
 

私
 

は
お
 

て
ん
ば
の
、
 

で
も
 

至
て
 

お
ぼ
こ
 

娘
で
、
 

毎
日
 

御
 

一 
緖
に
 

遊
び
歩
い
て
 

瀧
に
 

行
っ
た
り
 

花
 

を
 

摘
む
〃
 

り
 

致
し
 

ま
し
た
ね
。
 

歸
途
は
 

同
じ
 

馬
車
で
 

七
草
の
 

美
し
い
 

初
秋
の
 

奈
須
野
 

ケ
原
を
 

通
り
ま
し
た
 

事
な
 

ど
 

ほ
ん
と
 

に
 

忘
れ
る
^
 

が
出
來
 

ま
せ
ん
。
 
今
 こ
ん
な
 
運
命
が
 
待
っ
て
 
ゐ
 や
う
と
 
は
 夢
に
も
 
知
ら
す
、
 
自
分
 
程
 幸
 
ひ
な
お
 
は
な
い
 
と
菩
ん
 
で
^
り
ま
し
た
 
も
の
 
を
。
 
人
 

の
 

運
命
 

は
わ
か
ら
 

な
い
 

も
の
で
 

御
座
い
ま
す
。
 

あ
の
 

時
の
 

ラ
ッ
パ
と
 

こ
 

X 
の
 

ラ
ッ
パ
 

と
 

同
じ
 

や
う
に
 

聞
え
 

て
 

私
の
 

心
 

は
 

知
ら
す
-
 

過
去
に
 

行
っ
て
 

し
ま
 

ひ
ま
す
。
 

も
 

一 
度
 

快
く
な
 

つ
て
 

あ
の
 

景
色
 

を
 

あ
な
た
と
 

一
 

緖
に
 

眺
め
た
い
 

と
 

思
っ
て
 

は
 

昨
^
の
 

秋
-
 

g
 

は
：
 

お
 

を
 

こ
 

松
 
 
0
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/ 

ぼ
し
て
 
居
ま
し
た
。
 
そ
れ
に
 
又
 札
 幌
で
暮
 
し
た
 
樂
 し
か
っ
た
 
六
 年
間
、
 
あ
な
た
 
や
 子
 重
と
 
一
緒
に
 
町
に
 
買
物
に
 
行
っ
た
り
、
 
中
島
 

公
園
 
こ 遊

ん
だ
り
、
 

又
 I
 
な
で
 
一
緒
に
お
 
冒
し
た
り
、
 

食
事
 
を
し
た
り
 
樂
 し
か
っ
た
 
時
 I
 
ふ
と
、
 
泣
か
す
 
に
 は
 居
ら
れ
 
ま
せ
 

ん
。
 
け
れ
ど
も
も
う
 
そ
ん
 
1
4
 

え
た
 
今
で
は
 
樂
 し
か
っ
た
 
過
去
に
 
住
っ
て
、
 
淋
し
い
 
現
在
 
を
 見
て
も
 
悲
し
 
く
も
な
く
な
 
つ
て
し
 

ま
ひ
ま
し
た
。
 
今
 は
 唯
 死
ぬ
 
瞬
間
の
 
苦
し
み
が
 
少
し
で
 
も
 
少
な
い
 
事
 を
の
み
 
願
 
ふ
て
 
居
ま
す
。
 
何
と
 
云
 
ふ
 あ
は
れ
 
な
 望
み
で
 
御
座
い
 

ま
し
 
や
う
。
 
誰
れ
 
で
も
 
死
と
 
云
 
ふ
も
の
|
：
 
じ
た
 
時
 自
分
 
q
 過
去
 
を
 
ふ
り
 
返
っ
て
 
見
る
 
も
の
で
 
御
座
い
ま
し
 
や
う
。
 
a
 

ん
 と
に
 
幸
の
 
一
字
で
 
う
づ
 
ま
っ
て
 
ゐ
 ま
す
。
 
何
の
 
苦
 も
 悲
し
み
 
も
 
冷
 さ
も
 
知
ら
す
 
に
 過
し
て
 
來
た
私
 
は
、
 
0
0
0
,
 
あ
な
た
、
 
ぎ
 

子
供
 
等
の
 
あ
た
^
い
 
情
の
 
中
に
 
い
だ
か
れ
な
が
ら
 
死
ん
で
 
行
く
 
の
で
 
御
座
い
ま
す
 
も
の
、
 
生
涯
 
私
 は
 幸
で
 
御
座
い
ま
す
。
 
私
の
 
爲
 

め
に
 
泣
か
な
い
で
 
下
さ
い
 
ま
し
。
 
た
义
 
ら
し
い
 
f
 
し
な
い
で
 
死
ん
だ
 
と
い
 
ふ
 事
 を
 S
 
毒
に
 
思
っ
て
 
下
さ
れ
ば
 
夫
れ
 
で
澤
 
山
で
 

御
座
い
ま
す
。
 

そ
れ
か
ら
 
私
 は
 あ
な
た
 
Q
 御
成
功
 
直
ま
で
 

死
 S
 
が
殘
 
念
で
 
御
座
い
ま
す
 
け
れ
ど
も
、
 

必
 I
 
成
功
 
1
5
 

と
 信
じ
て
 
居
 

り
ま
す
。
 
凡
て
の
 
事
に
 
打
 勝
っ
て
 
御
成
功
 
遊
ば
し
て
 
下
さ
い
。
 
あ
な
た
に
 
對
 し
て
の
 
唯
 
一
 の
 御
 願
で
 
御
座
い
ま
す
 

そ
れ
か
ら
 
皆
様
に
 
御
 願
 
ひ
 申
し
て
 
置
き
た
い
 
事
 は
 
三
人
の
 
子
供
達
の
 
事
で
 
御
座
い
ま
す
。
 

弱
い
 
私
の
 
子
供
達
 
だ
か
ら
 
や
つ
ば
 
り
 
身
 

き
で
 
あ
ら
う
な
 
ど
、
 
云
ふ
考
 
へ
は
决
 
し
て
く
 
ど
な
た
 
も
お
 
持
ち
 
下
さ
い
 
ま
す
な
。
 
ほ
ん
と
う
に
 
い
つ
も
 
申
 
上
ま
す
 
事
で
す
 
力
 

人
 

の
 精
神
の
 
力
 
は
 恐
ろ
し
い
 
も
の
で
 
P
 座
い
 
ま
す
。
 
私
に
 
似
す
 
父
親
に
 
似
て
 
三
人
の
 
子
等
 
は
 丈
夫
 
だ
と
 
云
 ふ
 事
 を
 御
 信
じ
 
下
さ
い
 
ま
し
。
 

全
く
 
醫
師
も
 
子
供
達
の
 
體
格
 
は
お
 
ほ
め
に
 
な
っ
て
 
ゐ
ら
れ
 
る
の
で
 
御
座
い
ま
 
す
か
ら
 
き
っ
と
 
皆
 丈
夫
で
 
い
"
 
子
に
 
育
ち
ま
す
。
 

そ
う
 

か
と
 
云
っ
て
 
丈
夫
に
 
ま
か
せ
 
あ
ま
り
 
ほ
う
た
ら
 
か
し
て
 
病
氣
 
な
ど
の
 
時
 手
お
 
く
れ
な
 
ど
 
は
さ
せ
 
な
い
や
う
 
に
し
て
 
頂
 力
ね
ば
 
な
り
 
ま
 

き
ん
。
 
あ
 
\ 
私
の
 
一
念
 
は
 三
人
の
 
子
供
達
 
を
 
立
派
な
 
丈
夫
な
 
人
に
 
し
な
い
で
 
は
お
き
 
ま
せ
ん
。
 
必
す
 
立
派
に
 
致
し
 
ま
 
1
 

死
ぬ
 
時
 は
 誰
れ
 
に
も
 
知
ら
れ
す
 
に
 
一
 人
で
 
靜
か
 
に
 死
に
 
ま
と
 
思
 
ひ
ま
す
。
 
最
後
の
 
苦
し
み
 
Q
 管
 
人
様
 
t
 
見
ら
れ
る
 
事
 は
 
一
 



入
の
 

苦
し
み
で
 

御
座
い
ま
す
。
 

そ
れ
か
ら
 

* 
死
ぬ
 

前
に
 

親
子
 

兄
^
に
 

遇
 

ふ
の
 

が
 

普
通
で
 

御
座
い
ま
す
 

が
，
 

私
 

は
 

ど
な
た
に
 

も
お
 

：=
 

に
 

か
、
 

り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
 

子
供
達
に
 

は
 

猶
更
ら
 

あ
い
た
く
 

御
座
い
ま
せ
ん
。
 

死
骸
 

は
こ
 

、
で
^
 

蘇
に
 

し
て
 

竹
と
 

し
て
 

朿
 

京
て
 

お
な
 

ち
 下
さ
い
 
ま
せ
。
 

^
#
 

達
に
 

は
 

私
の
 

死
と
 

云
 

ふ
 

事
 

を
 

知
ら
せ
な
 

い
や
う
 

に
し
て
 

頂
き
 

度
い
 

と
 

思
 

ひ
ま
す
。
 

ぉ
莽
 

式
な
 

ど
に
 

は
^
 

列
さ
^
 

な
い
ひ
 

下
さ
 

I 
バ
 

さ
い
 

淸
ぃ
 

子
供
心
に
 

死
と
 

か
 

御
 

葬
式
と
 

か
い
ふ
 

悲
し
み
 

を
 

S
?
 

さ
せ
る
 

事
 

は
ほ
ん
と
 

に
 

可
哀
相
で
 

乂
 

^
い
^
で
，
 

お
い
ま
 

r
。
 

ほ
ん
と
 

に
 

ど
う
ぞ
 

知
ら
さ
な
い
 

や
う
に
、
 

御
 

葬
式
の
 

日
な
 

ど
に
 

は
何
處
 

か
へ
 

遊
び
に
 

や
っ
て
 

下
さ
い
。
 

女
中
 

達
に
 

も
や
ん
 

な：
. 

ム
 

ひ
つ
 

け
て
^
 

し
て
 

私
の
 

死
 

を
 

知
ら
せ
て
 

は
 

下
さ
い
 

ま
す
な
 

必
す
 

く
。
 

大
き
く
な
 

つ
て
 

知
る
 

時
が
 

芴
り
 

ま
せ
う
。
 

そ
れ
ま
で
 

は
^
 

氣
 

と：
. 

ム
 

ふ
 

事
に
 

し
て
 

置
い
て
 

下
さ
い
。
 

私
の
 

も
の
 

は
 

凡
て
 

賣
拂
 

つ
て
 

下
さ
い
 

ま
し
 

J 
そ
う
し
て
 

そ
れ
で
 

御
兩
親
 

様
に
 

何
 

か
 

求
め
て
 

あ
げ
て
^
さ
い
 

私
と
 

云
 

ふ
お
 

の
ェ
 

念
に
、
 

ど
う
せ
 

大
し
た
 

程
に
 

は
 

御
座
い
ま
せ
ん
 

け
れ
ど
も
。
 

あ
の
 

頃
い
た
 

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の
 

指
環
 

は
 

あ
な
た
の
 

ネ
ク
タ
イ
 

ビ
ン
に
 

遊
ば
し
て
 

私
の
 

形
兑
 

と
し
て
 

下
さ
い
 

ま
せ
。
 

他
に
 

私
の
 

形
見
な
 

ど
 

ど
な
た
 

も
 

ほ
し
い
と
 

は
 

思
 

召
ま
せ
ん
 

で
せ
 

う
し
、
 

私
も
^
お
^
,
 

や
 

T 
バ
^
^
 

上る の は 好み
ま
せ
ん
。
 

ほ
ん
と
 

に
こ
ん
 

な
 

病
 

氣
で
若
 

死
し
 

や
う
と
 

は
 

思
 

ひ
も
 

か
け
な
い
 

事
で
 

御
座
い
ま
し
た
。
 

あ
と
に
 

お
^
り
に
な
る
 

あ
な
た
と
 

厂
ル
、
 

土
 

の
爲
 

め
に
 

私
 

は
淚
を
 

惜
し
み
ま
せ
ん
。
 

こ
の
頃
の
 

私
の
 

心
 

は
 

美
し
う
 

御
座
い
ま
す
。
 

こ
う
 

云
 

ふ
 

時
に
 

こ
そ
 

ェ 
デ
 

ン 
の
 

園
が
 

見
ら
れ
る
 

の
で
 

御
座
い
ま
 

し
ゃ
う
。
 

召
し
 

給
 

ふ
 

星
の
 

ま
た
-
 

1 
く
 

遠
方
に
 

い
ざ
わ
れ
 

行
か
む
 

人
と
 

別
れ
て
 

大
正
 

五
 

年
 

一 
一
月
 

八
日
 

夜
 

. 
松
 
 

蟲
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島
 
武
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集
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五
 
卷
 
 

五
 

終
焉
 
略
記
 

八
月
 

一
 日
。
 
重
く
 
曇
り
て
 
時
々
 
雨
。
 

午
後
 
五
 時
 常
の
 
如
く
 
平
 塚
に
 
着
く
。
 
前
 島
 氏
 同
伴
。
 
病
の
 
漸
く
 
重
れ
る
 
は
 期
し
 
た
れ
 
ど
も
、
 
至
り
 
見
れ
ば
 
今
日
は
 
呼
吸
 
著
し
く
 
困
 

雞
に
陷
 
り
て
、
 
恰
も
 
醫
師
宫
 
寺
 氏
 病
床
に
 
あ
り
。
 
病
 息
に
 
對
 す
る
 
注
射
の
 
後
、
 
應
急
の
 
注
射
 
二
 筒
 を
 施
し
て
 
余
 を
 屋
外
に
 
招
き
、
 
病
 

勢
險
惡
 
な
る
 
を
警
 
む
。
 
三
兒
を
 
見
え
し
 
む
べ
き
 
か
 否
か
 
を
 問
 
ふ
。
 
見
え
し
 
む
る
 
は
 或
は
 
却
て
 
危
險
な
 
り
と
。
 
余
 暗
然
た
り
。
 
直
ち
に
 

筆
硯
に
 
走
り
 
狀
を
 
內
外
兩
 
親
に
 
吿
ぐ
。
 
家
 親
は
輕
 
井
澤
に
 
あ
り
。
 
外
 父
 は
 鎌
 倉
圓
覺
 
寺
に
 
籠
れ
り
。
 
注
射
 
後
 惡
熱
を
 
訴
へ
盜
 
汗
 淋
漓
 

而
も
 
檢
溫
器
 
は
 僅
か
 
三
十
 
七
 度
 
三
分
 
を
 
示
す
 
の
み
。
 
瘦
腕
 
を
挈
げ
 
自
ら
 
圑
扇
 
を
秉
 
つ
て
 
煽
ぐ
。
 
人
助
け
ん
 
と
す
れ
ば
 
峻
拒
せ
 
り
。
 
苦
 

覺
惡
睡
 

* 
圑
扇
厪
 

よ 
手
よ
り
 
落
つ
。
 
吸
氣
 
不
足
 
轍
鲋
の
 
喘
く
 
が
 如
し
。
 
見
る
 
に
堪
 
へ
す
。
 
前
 島
 氏
 鮮
麗
な
る
 
花
束
 
を
 遣
し
 
病
 者
 を
 見
 

す
し
て
 
歸
り
 
去
る
。
 

安
八
 
時
 自
ら
 
ガ
ラ
ス
 
管
 を
 
取
っ
て
 
米
 汁
、
 
茱
汁
各
 

一
 椀
 を
 啜
り
 
好
 味
な
り
 
き
と
 
云
 
ふ
。
 
病
苦
 
前
の
 
如
し
。
 
而
 か
も
 
苦
熱
 
を
訴
 
ふ
る
 

の
 外
語
 
斷
 
え
て
 
他
に
 
及
ば
す
。
 

一
事
 
を
專
 
念
す
 
る
 
も
の
 

X 
如
し
。
 

初
更
 
余
獨
り
 
屋
外
 
を
 歩
す
。
 
啷
蟲
嘈
 
々
急
 
雨
の
 
如
し
。
 
跫
音
を
 
聞
き
 
忽
ち
 
復
た
 
鳴
か
す
。
 
寂
寥
 
急
に
 
心
 を
 襲
 
ふ
を
覺
 
ふ
、
 _ 天

喑
 
し
：
 

也
 亦
 暗
し
。
 
蜀
り
卺
 
中
に
 
立
ち
 
喑
 中
に
 
色
 を
識
 
ら
ん
と
 
努
む
。
 
黄
と
 
紫
と
 
を
 得
た
り
。
 

床
 測
に
 
あ
っ
て
 
夜
 を
 守
ら
ん
 
と
す
れ
ば
 
i
 が
て
 
曰
く
 
「
君
 眠
ら
 
す
ん
 
ば
 わ
が
 
眠
 亦
 成
り
 
難
し
、
 
願
く
 
ば
寢
に
 
就
け
」
 

と
。
 
こ
の
 
語
 

遂
に
 
最
終
の
 
語
と
 
な
り
ぬ
。
 
余
 故
ら
 
に
 床
上
に
 
横
 は
り
 
た
れ
 
ど
も
 
夢
に
 
入
る
 
能
 は
す
。
 
眼
 を
 側
め
て
 
見
る
。
 
呼
吸
 
依
然
 
困
難
に
 
し
て
 

圑
扇
 
或
は
 
動
き
 
或
は
 
落
つ
。
 
「
苦
し
き
 
や
」
 と
 問
 
ふ
 能
 は
す
、
 
且
つ
 
「
少
し
く
 
快
き
 
や
」
 と
だ
に
 
問
 
ふ
 能
 は
す
。
 
短
夜
 
曉
 な
る
 
事
 遲
し
。
 

八
月
 
二
日
。
 
曇
。
 
蒸
 暑
。
 



fK
. 

明
惡
裟
 

を
訴
 

ふ
る
 

事
甚
 

し
く
 

醫
 

師
を
迎
 

へ
ん
 

事
 

を
 

g
 

ふ
。
 

卽
ち
 

直
ち
に
 

人
 

を
 

走
す
。
 

頃
刻
な
ら
 

す
し
て
 

お
^
 

氏
來
り
 

• 
败
；
し
っ
 

注
射
 

を
な
 

し
、
 

再
び
 

余
 

を
 

屋
外
に
 

麾
て
 

曰
く
 

危
篤
な
 

り
と
。
 

^
の
 

心
、
 

風
 

死
し
て
 

签
曇
 

り
た
る
 

海
の
 

如
き
 

を
 

は
ふ
。
 

^
で
で
，
 

お
^
,
 

v 

来
り
 

酸
素
吸
入
 

を
 

施
さ
ん
 

と
す
。
 

莞
爾
と
し
て
 

之
れ
 

を
迎
 

へ
た
り
。
 

是
れ
 

そ
の
 

最
後
の
 

微
笑
な
 

り
。
 

七
 

時
半
 

頃
 

余
の
 

手
 

を
 

把
れ
 

る
 

そ
の
 

手
 

氷
の
 

如
く
 

冷
え
た
り
。
 

看
護
婦
に
 

脈
 

を
 

探
ら
し
 

む
。
 

旣
 

に
な
し
 

と：
. 

ム
ふ
。
 

铉
 

き
て
 

な
ち
 

に
錄
 

お
 

を
迎
 

へ
し
む
。
 

今
ま
で
 

堅
く
 

閉
ぢ
 

た
り
し
 

眼
 

を
 

見
開
き
、
 

何
物
 

を
 

か
 

凝
視
す
 

る
 

も
の
 

& 
如
し
。
 

お
き
せ
 

ざ
る
が
 

改
に
 

1
 

み
こ
 

P
 

を
 

翳
せ
 

ど
も
 

嗨
 

が
す
。
 

更
ら
に
 

耳
に
 

口
し
て
 

そ
の
 

名
 

を
 

呼
ぶ
。
 

同
じ
く
 

應
ぜ
 

す
。
 

旣
 

に
し
て
 

そ
の
 

服
 

漸
く
お
 

ぢ
、
 

口
 

微
か
 

こ-
 

お
 

ぐ：
 

一一
. 

度
、
 

寂
 

眠
 

永
へ
 

に
し
て
 

幽
魂
 

復
た
 

反
ら
 

ざ
り
 

き
。
 

時
に
 

八
 

時
。
 

死
 

前
 

一
語
 

を
 

言
 

は
す
 

又
 

一
事
 

を
 

問
 

は
す
。
 

^
茫
然
た
 

る
^
 

^
火
。
 

忽
 

ち
 

生
 

時
の
 

語
 

を
 

想
 

ひ
 

起
し
 

遣
 

稿
を
凳
 

め
て
 

之
れ
 

を
 

獲
た
り
。
 

中
に
 

一 
一
月
 

八
日
 

書
す
 

る
 

所
の
 

遣
 

言
 

狀
 

あ
り
。
 

是
れ
 

に
よ
っ
て
.
：
 

！
：
飞
-
セ
ぷ
 

の
爲
 

め
に
 

な
す
べ
き
 

の
 

事
 

全
く
 

定
る
。
 

內
外
.
 

兩
親
其
 

他
 

弟
妹
 

等
 

急
 

を
 

聞
き
 

前
後
し
て
 

集
る
。
 

共
に
 

相
 

憐
れ
む
 

の
愦
 

屋
に
滿
 

つ
。
 

輕
 

井
澤
な
る
 

尘
ぉ
に
 

打
^
し
-
 

-
兄
 

の
 

は
め
 

に
 

暫
く
 

山
 

を
 

下
ら
ん
 

事
 

を
 

求
む
。
 

遣
 

志
に
 

よ
っ
て
 

三
兒
を
 

山
上
に
 

と
に
 

め
、
 

母
の
 

死
 

を
 

知
ら
 

ざ
ら
 

し
め
ん
と
 

す
る
な
 

り
。
 

こ
の
 

夜
 

入
棺
。
 

し
ま
子
 

死
 

顔
に
 

粉
 

黛
す
。
 

花
 

を
 

以
て
 

そ
の
 

周
圍
を
 

飾
れ
ば
 

宛
ら
 

假
 

り
に
 

眠
れ
る
 

も
の
，
 

- 
ご
と
し
。
 

人
 

や-
. 

ム
 

ふ
お
^
:
 

な
り
と
。
 

蒸
暑
甚
 

し
。
 

戶
障
を
 

徹
し
て
 

通
夜
す
。
 

夜
氣
 

水
の
 

如
く
 

流
れ
 

燭
火
 

頻
り
に
 

搖
ら
 

ぐ
。
 

中
 

夜
獨
り
 

歩
し
て
^
 

く：
； 

に-
 

个
-
り
 

試
に
 

死
者
の
 

名
 

を
低
稱
 

す
。
 

應
 

ふ
る
も
の
 

あ
る
が
 

ご
と
し
。
 

八
月
 

三
日
。
 

寒
暑
 

晴
曇
 

共
に
 

辨
 

へ
す
。
 

日
中
 

家
人
 

知
己
 

出
入
 

奔
走
。
 

こ
の
 

夜
棺
を
 

火
葬
場
に
 

送
り
火
 

葬
に
 

附
す
。
 

松
 

を
 

釘
す
 

る
^
 

奥
 

村
 

氏
^
 

か
も
 

來
り
お
 

花
 

を
^
ら
 

ろ、
、 

棺
 

上
に
 

安
ん
 

す
。
 

外
 

父
 

死
顏
を
 

熟
視
し
 

乎
 

も
て
 

之
れ
 

を
搖
 

り
、
 

嘆
 

じ
て
 

曰
く
 

「
遂
に
 

眠
れ
る
 

に
 

は
 

あ
ら
ざ
る
 

な
り
」
 

と
。
 

，ふ
. 

"
く
^
 

幽
か
な
 

り
。
 

歸
途
 

車
上
に
 

顧
れ
ば
 

荼
毘
の
 

煙
 

斜
に
擧
 

り
、
 

火
藥
 

工
場
の
 

灯
影
 

點
々
 

指
呼
の
 

^
 

に
あ
る
 

を
 

兑
る
 

の
み
。
 

終
焉
 
略
記
 
 

^p
- 

一 



^
島
 
武
郞
佥
 
集
 
第
五
 
卷
 
 

五
 四
 
二
 

八
月
 
g: 日

。
 
朝
 雨
。
 
後
晴
 
る
。
 

朝
 遣
 骨
 を
 火
葬
場
に
 
拾
 
ふ
。
 
老
父
 
亦
與
 
る
。
 
雨
 急
か
に
 
至
る
。
 
昨
日
の
 
形
骸
 
一
壺
の
 
粉
 骨
と
 
な
り
 
了
ん
 
ぬ
。
 
午
 下
 遣
 骨
 を
 抱
て
 
新
 

撟
 停
車
場
に
 
着
き
 
家
に
 
入
る
。
 
故
人
 
家
 を
 離
れ
て
 
よ
り
 
一
年
 
八
閲
 
月
、
 
顧
 望
 日
夜
な
 
り
し
が
、
 
今
に
し
て
 
死
し
て
 
再
び
 
歸
れ
 
る
な
 
り
-
 

黑
布
 
も
て
 
蔽
 
へ
る
 
壇
上
 
に
 遣
 骨
 を
 安
ん
じ
、
 
そ
の
 
下
 
に
 蹲
る
 
ゃ
淚
潜
 
然
と
 
し
て
 
下
り
と
 

ぐ 
め
 難
し
。
 

八
月
 
七
日
。
 
半
晴
半
 
曇
。
 

遣
 骨
 を
靑
山
 
祭
場
に
 
移
し
 
弔
 花
の
 
堆
き
 
間
に
 
置
く
。
 
故
人
 
花
 を
 愛
し
き
。
 
破
顔
 
微
笑
 
せ
ん
か
。
 
家
 母
稍
恙
 
あ
り
て
 
式
に
 
列
せ
 
す
、
 

會
 す
る
 
者
 家
父
，
 
外
 父
母
、
 
弟
妹
 
及
び
 
故
舊
 
知
己
の
 
士
女
 
約
 七
十
 
人
。
 
七
時
擧
 
式
。
 
理
學
 
博
士
 
宮
部
金
 
吾
 氏
 特
に
 
式
 を
 司
り
 
詩
篇
 
第
 

1 一
十
三
 
篇
 及
び
 
哥
林
多
 
前
書
 
第
 十
三
 
章
 を
誧
讀
 
し
，
 
訃
を
 
聞
き
 
病
 を
 侵
し
て
 
信
 州
よ
り
 
歸
れ
る
 
牧
^
 
田
 島
 進
 氏
 故
人
の
 
爲
 め
に
 
情
理
 

を
盡
 
し
て
 
語
り
、
 
余
の
 
請
 を
甘
諾
 
し
、
 
我
 孫
子
よ
り
 
来
れ
る
 
柳
 か
ね
 
子
 夫
人
 
ケ
 
ル
ビ
 
ィ
 
一一の 

ァ、、 ェ 
• 
マ
リ
ィ
 
ャ
及
ぴ
 
讃
美
歌
 
第
 
七
 を
 

獨
唱
 
す
。
 
式
 を
 行
る
 
も
の
 
は
呰
 
故
人
に
 
對
 し
て
 
愛
 眷
の
情
 
厚
き
 
人
 
々
な
り
。
 
快
 心
 禁
ぜ
す
。
 

八
 時
よ
り
 

一
 般
會
 
葬
者
靈
 
前
に
 
告
別
の
 
禮
を
 
執
ら
る
。
 
燒
 香
に
 
代
へ
 
た
る
 
睡
蓮
 
花
 卓
上
に
 
堆
 き
を
 
得
た
り
。
 

十
 時
 遣
 骨
 を
 先
考
の
 
墓
 側
に
 
葬
る
。
 
こ
の
 
日
立
 
秋
に
 
先
ん
 
す
る
 
正
に
 
一
日
"
 
家
に
 
歸
れ
ば
 
家
蕭
條
 
と
し
て
 
空
し
き
 
が
 如
し
。
 

故
人
の
 
爲
 め
に
 
藥
石
を
 
薦
め
 
仁
術
 
を
盡
 
せ
し
 
は
札
幌
 
に
あ
り
 
て
 石
 原
 博
士
、
 
佐
 山
の
 
兩
氏
、
 
鎌
 倉
に
 
あ
り
て
 
武
久
 
氏
、
 
平
 塚
に
 
あ
 

り
て
 
佐
々
 
木
、
 
古
賀
兩
 
博
士
、
 
永
 野
、
 
宫
寺
其
 
他
の
 
諸
氏
。
 
遣
 族
の
 
深
く
 
感
銘
す
 
る
 所
な
 
り
。
 

弟
妹
 
故
舊
 
の
 故
人
 
に
對
 
す
る
 
誠
意
 
に
 至
っ
て
 
は
 謝
す
 
る
に
 
辭
 な
し
。
 
唯
淚
ぁ
 
る
の
 
み
。
 

「
死
よ
、
 

爾
の
刺
 

安
く
に
 

あ
り
 

や
」
 

1
|
4
 
 
0
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